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１
⑴　

一
定
の
重
大
事
件
で
職
業
裁
判
官
と
一
般
市
民
の
代
表
で
あ
る
裁
判
員
が
協
働
で
事
実
認
定
と
量
刑
を
行
う
裁
判
員
制
度
は
、

も
と
も
と
「
司
法
へ
の
国
民
の
主
体
的
参
加
を
得
て
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
確
立
す
る
た
め（

（
（

」
に
創
設
さ

れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
反
射
的
効
果
と
し
て
、
事
実
認
定
と
量
刑
が
法
律
の
素
人
で
あ
る
一
般
市
民
に
と
っ
て
納
得
の
い
く
も
の
と
な
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二

る
こ
と
を
も
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
員
制
度
が
創
設
さ
れ
た
ね
ら
い
に
つ
い
て
、「
一
般
の
国
民
が
、
裁
判
の
過
程
に

参
加
し
、
裁
判
内
容
に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
よ
り
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
司
法
に
対
す
る
理
解
・

支
持
が
深
ま
り
、
司
法
は
よ
り
強
固
な
国
民
的
基
盤
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る（

（
（

」
と
説
明
さ
れ
、
と
り
わ
け
「
裁
判
員
裁
判

で
裁
判
員
に
量
刑
を
判
断
し
て
も
ら
う
趣
旨
は
、
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
が
、
裁
判
官
と
共
に
量
刑
を
決
め
る
手
続
に
参

加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
視
点
、
感
覚
、
健
全
な
社
会
常
識
な
ど
が
量
刑
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
刑
事
裁
判
の
量
刑

判
断
に
対
す
る
国
民
の
理
解
が
増
進
し
、
そ
の
信
頼
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る（

（
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

「
量
刑
判
断
の
過
程
で
あ
る
量
刑
評
議
が
、
裁
判
員
が
適
切
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず（

（
（

」、

「
裁
判
官
と
裁
判
員
と
で
当
該
事
案
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
法
益
に
つ
い
て
の
評
価
が
異
な
っ
て
お
り
、そ
う
し
た
裁
判
員
の
意
見
が
反

映
さ
れ
て
、
従
来
の
量
刑
傾
向
よ
り
も
一
定
程
度
重
い
又
は
軽
い
量
刑
判
断
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
に
合

致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
裁
判
員
裁
判
が
開
か
れ
て
い
る
事
件
の
な
か
に
は
、
検
察
官
の

求
刑
を
超
え
て
、
一
般
市
民
の
素
朴
な
処
罰
感
情
が
ほ
ぼ
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
量
刑
が
な
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
散
見
さ
れ
て
い
る
。

㈠　

た
と
え
ば
、
大
阪
市
平
野
区
市
営
住
宅
殺
人
事
件
で
は
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
が
認
め
ら
れ
る
被
告
人
が
殺
意
を
も
っ
て
被
害

者
の
心
窩
部
や
左
上
腕
等
を
文
化
包
丁
様
の
も
の
で
多
数
回
突
き
刺
し
、
よ
っ
て
被
害
者
を
肝
臓
刺
創
及
び
左
上
腕
動
脈
損
傷
に
基
づ

く
出
血
性
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
低
酸
素
虚
血
性
脳
症
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
て
懲
役
二
〇
年
を
言
い
渡
し
て
い
る
。そ
こ
で
は
、

「
被
告
人
や
関
係
者
等
を
直
接
取
り
調
べ
た
上
で
本
件
行
為
に
見
合
っ
た
適
切
な
刑
罰
を
刑
事
事
件
の
プ
ロ
の
目
か
ら
検
討
し
、
同
種

事
案
と
の
公
平
、
均
衡
な
ど
と
い
っ
た
視
点
も
経
た
上
で
な
さ
れ
る
検
察
官
の
科
刑
意
見
に
つ
い
て
は
相
応
の
重
み
が
あ
り
、
裁
判
所

が
そ
れ
を
超
え
る
量
刑
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
慎
重
な
態
度
が
望
ま
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、「
被
告
人
は
、
本
件
犯
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三

行
を
犯
し
て
い
な
が
ら
、
未
だ
十
分
な
反
省
に
至
っ
て
い
な
い
。
…
健
全
な
社
会
常
識
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
い
か
に
精
神
障
害
の
影

響
が
あ
る
と
は
い
え
、
十
分
な
反
省
の
な
い
ま
ま
被
告
人
が
社
会
に
復
帰
す
れ
ば
、
そ
の
こ
ろ
被
告
人
と
接
点
を
持
つ
者
の
中
で
、
被

告
人
の
意
に
沿
わ
な
い
者
に
対
し
て
、
被
告
人
が
本
件
と
同
様
の
犯
行
に
及
ぶ
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
。
被
告
人
の
母
や
次
姉
が
被
告
人

と
の
同
居
を
明
確
に
断
り
、
社
会
内
で
被
告
人
の
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
と
い
う
精
神
障
害
に
対
応
で
き
る
受
け
皿
が
何
ら
用
意
さ
れ

て
い
な
い
し
、
そ
の
見
込
み
も
な
い
と
い
う
現
状
の
下
で
は
、
再
犯
の
お
そ
れ
が
更
に
強
く
心
配
さ
れ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の

点
も
量
刑
上
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
被
告
人
に
対
し
て
は
、
許
さ
れ
る
限
り
長
期
間
刑
務
所
に
収
容
す
る
こ
と
で
内
省
を
深
め
さ
せ

る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
、
社
会
秩
序
の
維
持
に
も
資
す
る
」
と
い
う
考
え
か
ら
、
懲
役
一
五
年
と
い
う
検
察
官
の
求
刑
を

上
回
る
刑
を
被
告
人
に
言
い
渡
し
て
い
る（

（
（

。
こ
の
判
断
に
対
し
て
は
、「
発
達
障
害
の
受
け
皿
が
乏
し
い
こ
と
は
被
告
の
責
任
で
は
な

く
、『
長
く
刑
務
所
に
閉
じ
込
め
て
お
こ
う
』
と
の
発
想
は
差
別
と
も
と
れ
る
。
発
達
障
害
に
対
し
、
法
曹
界
や
市
民
の
理
解
が
不
足
し

て
い
る
の
は
残
念
だ（

（
（

」
と
か
「
人
が
罪
を
犯
す
と
き
は
、
経
済
的
困
窮
や
社
会
的
孤
立
か
ら
自
尊
感
情
が
損
な
わ
れ
た
と
き
で
あ
り
、

犯
罪
は
そ
の
表
れ
で
あ
る
。
困
難
に
陥
っ
た
人
に
刑
罰
を
科
し
て
一
件
落
着
と
考
え
る
の
は
司
法
や
法
曹
の
自
己
満
足
に
過
ぎ
ず
、
何

も
問
題
を
解
決
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
困
難
を
増
大
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
あ
る（

（
（

」
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
。

㈡　

ま
た
、
寝
屋
川
虐
待
致
死
事
件
で
は
、
被
告
人
ら
が
三
女
の
顔
面
を
含
む
頭
部
分
を
平
手
で
強
打
し
て
床
に
打
ち
付
け
さ
せ
る
な

ど
の
暴
行
を
加
え
、
よ
っ
て
急
性
硬
膜
下
血
腫
に
基
づ
く
脳
腫
脹
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
懲
役
一
〇
年
と
い
う
検
察
官

の
求
刑
を
上
回
る
懲
役
一
五
年
を
被
告
人
ら
に
言
い
渡
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
親
権
者
た
る
親
は
、
児
童
の
生
命
・
身
体
等
を
保
護

す
べ
き
重
い
責
務
を
負
っ
て
い
る
。
特
に
幼
児
の
生
存
は
親
に
全
面
的
に
依
存
し
て
お
り
、
幼
児
が
親
に
抵
抗
し
た
り
逆
ら
っ
た
り
逃

げ
て
助
け
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
と
考
え
ら
れ
、
親
が
幼
児
を
支
配
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
親
が
、
幼
児
に
対
し
、
理
不
尽
な
暴
行
な
ど
の
虐
待
を
繰
り
返
し
た
場
合
、
幼
児
は
虐
待
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
肉
体
的
に
も
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四

精
神
的
に
も
苦
痛
を
甘
受
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
、
幼
児
の
心
身
の
成
長
や
人
格
形
成
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

が
懸
念
さ
れ
る
上
、
虐
待
の
程
度
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
生
命
の
安
全
ま
で
も
脅
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
…
児
童
・
幼
児
に
は
生
き
て

幸
福
を
追
求
す
る
権
利
が
あ
り
、
親
で
あ
っ
て
も
虐
待
に
よ
り
そ
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
考
え
る
と
、
児
童
虐
待
を
犯
す
親
は
、
厳
し
い
非
難
を
免
れ
な
い
し
、
特
に
幼
児
虐
待
に
つ
い
て
は
、
極
め
て
厳
し
い
非
難
を

免
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
、
と
り
わ
け
「
近
時
、
児
童
虐
待
が
社
会
的
に
も
大
き
な
問
題
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
児
童
虐

待
を
防
止
し
て
そ
の
生
命
等
を
守
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
児
童
虐
待
防
止
法
等
の
改
正
が
重
ね
ら
れ
る
と
と
も
に
、
親
権
停
止
制
度
を

新
設
す
る
な
ど
の
民
法
等
の
改
正
が
図
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
も
行
為
責
任
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
考
慮
す
べ
き

で
あ
る
」
こ
と
か
ら
「
本
件
の
よ
う
に
保
護
す
べ
き
立
場
に
あ
る
親
が
、
児
童
、
特
に
幼
児
を
理
不
尽
な
暴
行
な
ど
で
虐
待
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
死
亡
す
る
に
至
ら
し
め
た
傷
害
致
死
の
事
案
で
は
、
そ
の
行
為
責
任
は
重
大
な
も
の
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

の
で
あ
る（

（
（

。

⑵　

も
と
も
と
、
検
察
官
の
求
刑
は
証
拠
調
べ
が
終
わ
っ
た
後
に
陳
述
さ
れ
る
事
実
及
び
法
律
の
適
用
に
関
す
る
意
見
（
刑
訴
法
二
九

三
条
一
項
参
照
）
の
不
可
欠
な
一
部
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
一
方（

（1
（

、
量
刑
判
断
に
つ
い
て
は
裁
判
所
が
幅
広
い
裁
量
を
掌
握
し
て
い
る
と

一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
高
裁
判
所
も
戦
後
早
い
段
階
か
ら
「
か
り
に
、
裁
判
所
が
検
事
の
意
見
に
反
し
て
、
そ
の
求
刑
よ
り

も
重
い
刑
を
言
い
渡
し
た
と
し
て
も
…
そ
れ
を
も
つ
て
…
憲
法
第
三
六
条
又
は
同
第
三
七
条
に
反
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

こ
と
は
…
明
ら
か
で
あ
る（

（（
（

」
と
し
、
そ
の
後
も
た
び
た
び
検
察
官
の
求
刑
を
上
回
る
刑
が
被
告
人
に
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
基

本
的
に

―
裁
判
官
の
量
刑
姿
勢
に
対
し
て
「
求
刑
二
割
引（

（1
（

」
と
か
「
求
刑
の
八
掛
け
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

―
裁
判
所
は

被
告
人
に
対
し
て
検
察
官
の
求
刑
よ
り
も
幾
ら
か
割
り
引
い
た
刑
を
言
い
渡
し
て
お
り
、
実
質
的
に
検
察
官
の
求
刑
と
裁
判
官
の
量
刑

と
の
あ
い
だ
に
は
一
定
の
相
関
関
係
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る（

（1
（

。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
官
の
量
刑
は
量
刑
相
場
と
い
わ
れ
る
慣
行
に
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従
っ
て
な
さ
れ
、
検
察
官
の
求
刑
も
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
種
事
案
に

対
す
る
量
刑
に
つ
い
て
公
平
を
期
す
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
被
告
人
に
と
っ
て
も
、
お
お
よ
そ
量
刑
結
果
を
あ
る
程
度
予
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
寝
屋
川
虐
待
致
死
事
件
で
最
高
裁
判
所
は
、

検
察
官
の
求
刑
を
上
回
る
第
一
審
の
量
刑
や
そ
れ
を
是
認
し
た
控
訴
審
の
判
断
を
破
棄
す
る
際
に
、「
裁
判
員
裁
判
と
い
え
ど
も
、他
の

裁
判
の
結
果
と
の
公
平
性
が
保
持
さ
れ
た
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
評
議
に
当
た
っ
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
お
お
ま
か
な
量
刑
の
傾
向
を
裁
判
体
の
共
通
認
識
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
当
該
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
評
議
を

深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
裁
判
例
が
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
〝
量
刑

傾
向
〟
を
視
野
に
入
れ
て
判
断
す
る
こ
と
が
当
該
量
刑
判
断
の
プ
ロ
セ
ス
が
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
担
保
す
る
要
素
と
し
て
重

要
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る（

（1
（

。
そ
し
て
、
最
高
裁
判
所
が
「
こ
れ
ま
で
の
傾
向
を
変
容
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
て
量
刑
を
行
う

こ
と
も
、
裁
判
員
裁
判
の
役
割
と
し
て
直
ち
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
量
刑
判
断
が
公
平
性
の
観
点
か
ら

も
是
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
量
刑
の
傾
向
を
前
提
と
す
べ
き
で
は
な
い
事
情
の
存
在
に
つ
い
て
、
裁
判
体
の
判
断

が
具
体
的
、
説
得
的
に
判
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
〝
量
刑
傾
向
を
逸
脱
し
た
量
刑
に
対
し
て
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
置
い

た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
裁
判
員
裁
判
で
検
察
官
の
求
刑
を
上
回
る
刑
を
量
定
し
た
ケ
ー
ス
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る（

（1
（

。

　

た
だ
し
、
寝
屋
川
虐
待
致
死
事
件
の
最
高
裁
判
決
以
降
に
〝
量
刑
傾
向
〟
を
重
視
し
た
判
断
を
裁
判
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

に
対
し
て
「
結
論
あ
り
き
で
進
ん
で
い
た
気
が
し
て
、
市
民
裁
判
官
の
存
在
は
『
飾
り
』
だ
な
と
思
っ
た
」
と
い
う
感
想
が
裁
判
員
経

験
者
か
ら
表
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

（1
（

、
量
刑
手
続
の
公
平
や
被
告
人
側
の
予
測
可
能
性
を
重
視
す
る
結
果
と
し
て
、
裁
判
員
の
量
刑
に

対
す
る
意
見
を
無
視
し
て
し
ま
う
と
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
確
保
す
る
と
い
う
裁
判
員
制
度
本
来
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
今
後
は
、
量
刑
の
公
正
を
は
か
る
と
と
も
に
、
一
般
市
民
の
目
か
ら
み
て
正
統
な
量
刑
を
確
保
す
る
た
め
に
は
い
か
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六

に
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

２　

裁
判
官
が
被
告
人
の
刑
を
量
定
す
る
こ
と
に
先
立
っ
て
訴
追
側
当
事
者
が
刑
の
適
用
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
直
接
的
に
根
拠
づ
け
る
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
と
は
い
え
、
刑
事
訴
訟
実
務
の
運
用
が
蓄
積
さ
れ
る
に
伴
い
、
ひ
と
つ
の
慣
行

と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
、
検
察
官
が
刑
事
訴
訟
の
な
か
で
求
刑
を
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
概

観
し
た
う
え
で
、
求
刑
の
歴
史
的
・
現
代
的
意
義
を
検
察
官
の
本
来
的
な
地
位
に
照
ら
し
て
見
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
検

察
官
の
求
刑
と
裁
判
所
に
よ
る
量
刑
判
断
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
べ
き
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い（

（1
（

。

（
１
）
司
法
制
度
改
革
審
議
会『
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書

―
二
一
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度

―
』一
〇
二
頁（
二
〇
〇
一
年
）。

（
２
）
司
法
制
度
改
革
審
議
会
・
前
掲
注（
１
）・
一
〇
二
頁
。

（
３
）
司
法
研
修
所（
編
）『
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
評
議
の
在
り
方
に
つ
い
て
』
一
頁
（
法
曹
会
、
二
〇
一
二
年
）。

（
４
）
司
法
研
修
所（
編
）・
前
掲
注（
３
）・
一
頁
。

（
５
）
司
法
研
修
所（
編
）・
前
掲
注（
３
）・
一
〇
頁
。　

（
６
）
大
阪
地
裁
平
成
二
四
年
七
月
三
〇
日
判
決
［LEX

/D
B（（（（（（0（

］。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
は
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
て

懲
役
一
四
年
を
言
い
渡
し
、
そ
の
判
断
が
最
高
裁
で
確
定
し
て
い
る
。
大
阪
高
裁
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
九
〇

号
三
七
五
頁
、
最
高
裁
平
成
二
五
年
七
月
二
二
日
決
定
［LEX

/D
B（（（0（（（（

］。

（
７
）
朝
日
新
聞
二
〇
一
二
年
七
月
三
一
日
朝
刊
［
辻
川
圭
乃
コ
メ
ン
ト
］。

（
８
）
浜
井
浩
一
「
発
達
障
害
の
あ
る
被
告
人
に
対
す
る
大
阪
地
裁
判
決
を
巡
っ
て
」
季
刊
刑
事
弁
護
七
四
号
一
七
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）。
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七

（
９
）
大
阪
地
裁
平
成
二
四
年
三
月
二
一
日
判
決
・
刑
集
六
八
巻
六
号
九
四
八
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
は
「
検
察
官
の
求
刑
を

大
き
く
上
回
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
重
す
ぎ
て
不
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
被
告

人
側
の
控
訴
を
棄
却
し
て
い
る
が
、
上
告
審
で
は
、
第
一
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
は
著
し
く
不
当
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば

著
し
く
正
義
に
反
す
る
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
破
棄
し
て
い
る
。
大
阪
高
裁
平
成
二
五
年
四
月
一
一
日
判
決
・
刑
集
六
八
巻
六
号
九
五
四
頁
、
最

高
裁
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
判
決
・
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
。

（
（0
）
最
高
裁
昭
和
二
四
年
三
月
一
七
日
判
決
・
刑
集
三
巻
三
号
三
一
八
頁
参
照
。
な
お
、
安
倍
治
夫
「
訴
訟
指
揮
に
よ
る
〝
求
刑
〟
の
制
限
」�

ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
二
号
七
三
頁
以
下
（
一
九
六
七
年
）参
照
。

（
（（
）
最
高
裁
昭
和
二
五
年
七
月
一
四
日
判
決
・
刑
集
四
巻
八
号
一
三
八
八
頁
。

（
（（
）
松
本
時
夫
「
量
刑
の
手
続
」
熊
谷
弘（
編
）『
公
判
法
体
系
Ⅲ
』
五
九
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
五
年
）
参
照
。

（
（（
）
松
本
・
前
掲
注（
（（
）・
五
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
求
刑
と
量
刑
の
相
関
に
関
す
る
実
証
研
究
と
し
て
、
植
松
正
「
求
刑
の
影
響
力

―

量
刑
審
理
の
分
析

―
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
三
〇
号
三
二
頁
以
下
（
一
九
六
五
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
最
高
裁
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
判
決
・
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
。

（
（（
）
ち
な
み
に
、
求
刑
を
上
回
る
判
決
は
、
二
〇
一
三
年
に
一
四
人
あ
っ
た
も
の
が
二
〇
一
四
年
に
は
二
人
に
ま
で
減
り
、
二
〇
一
五
年
に
は
ゼ

ロ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
も
求
刑
を
上
回
る
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
存
在
し
て
る
が
、
毎
年
一
人
か
ら
四
人
ほ
ど
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
竹
田
昌
弘
「『
疑
わ
し
き
は
被
告
の
利
益
』
が
徹
底

―
長
時
間
費
や
す
量
刑
評
議
、
厳
罰
化
を
抑
制
か

―
」
牧
野
茂
＝
大
城
聡
＝

飯
考
行（
編
）『
裁
判
員
制
度
の
一
〇
年

―
市
民
参
加
の
意
義
と
展
望

―
』
一
五
〇
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。

（
（（
）
竹
田
・
前
掲
注（
（（
）・
一
五
〇
頁
参
照
。

（
（（
）
な
お
、
本
稿
に
関
連
あ
り
と
思
料
す
る
拙
稿
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
白
井
諭
「
検
察
官
の
公
訴
官
的
地
位
と
『
公
正
な
裁
判
』
を
保
障
す



岡山商大法学論叢　第31号（2023）

八

る
義
務

―
合
衆
国
と
わ
が
国
の
法
廷
弁
論
に
関
す
る
覚
書

―
」
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢
二
六
号
一
頁
以
下
（
二
〇
一
八
年
）、
同
「
検

察
官
の
冒
頭
陳
述
と
『
公
平
な
裁
判
所
』

―
合
衆
国
と
わ
が
国
の
法
廷
弁
論
に
関
す
る
補
論

―
」
岡
山
商
科
大
学
法
学
論
叢
二
八
号
一

頁
以
下
（
二
〇
二
〇
年
）
ほ
か
参
照
。

二
　
求
刑
の
歴
史
的
・
現
代
的
意
義
と
検
察
官
の
役
割

１　

わ
が
国
に
お
け
る
求
刑
の
形
成
過
程

⑴　

治
罪
法

　

ま
ず
、
わ
が
国
最
初
の
体
系
的
な
近
代
的
刑
事
訴
訟
法
で
あ
る
治
罪
法
（
明
治
一
三
年
太
政
官
布
告
第
三
七
号
）
は
、
証
拠
調
べ
を

終
え
た
後
の
弁
論
に
つ
き
、
事
実
認
定
に
関
す
る
意
見
と
法
律
適
用
に
関
す
る
意
見
と
で
明
確
に
区
別
を
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
の
原

案
は
一
八
〇
八
年
フ
ラ
ン
ス
治
罪
法
を
基
に
し
て
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
刑
事
訴
訟
法
典
を
参
照
し
な
が
ら
つ
く
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、草
案
の
段
階
ま
で
で
は
審
理
陪
審
に
関
す
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た（

（1
（

。「
蓋
シ
陪
審
員
ハ
事
實
点
ノ
ミ
ヲ
判
斷
ス
ヘ
ク
法
律
点
ノ

判
定
ハ
判
事
ノ
専
権
ニ
屬
ス
レ
ハ
陪
審
制
度
ヲ
設
ル
ト
キ
ハ
先
ス
事
實
辯
論
ヲ
爲
サ
シ
メ
之
レ
ニ
付
キ
陪
審
員
ノ
決
答
ア
リ
タ
ル
後
ニ

ア
ラ
サ
レ
ハ
法
律
ノ
適
用
ニ
付
キ
辯
論
ヲ
爲
サ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
故
ニ（

（1
（

」
治
罪
法
草
案
で
は
事
実
認
定
に
関
す
る
意
見
と
法
律
適
用
に
関

す
る
意
見
と
で
分
界
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
審
理
陪
審
に
関
す
る
規
定
は
太
政
官
で
井
上
毅
法
制
部
長
の
強
い
反
対
意
見

が
あ
っ
た
た
め
に
削
除
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が（

11
（

、
そ
れ
で
も
、
証
拠
調
べ
を
終
え
た
後
の
弁
論
に
関
す
る
規
定
に
修
正
が
加
え
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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九

●
治
罪
法

三
〇
〇
条　

證
慿
調
濟
ノ
後
檢
察
官
民
事
原
告
人
被
告
人
其
辯
護
人
及
ヒ
民
事
擔
當
人
ハ
順
次
發
言
ス
可
シ

檢
察
官
其
他
訴
訟
關
係
人
ノ
陳
述
ハ
他
ヨ
リ
妨
礙
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

檢
察
官
其
他
訴
訟
關
係
人
ハ
迭
ヒ
ニ
辯
論
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
辯
論
ノ
最
終
ニ
ハ
被
告
人
又
ハ
辯
護
人
ヲ
シ
テ
發
言

セ
シ
ム
可
シ

○
違
警
罪

三
三
〇
条　

�

檢
事
ハ
法
律
ノ
適
用
ニ
付
キ
意
見
ヲ
陳
述
ス
可
シ
民
事
原
告
人
ハ
被
害
事
件
ヲ
證
明
シ
及
ヒ
要
償
ニ
付
キ
意
見
ヲ
陳

述
ス
可
シ
被
告
人
民
事
擔
当
人
又
ハ
其
代
人
ハ
答
辯
ヲ
為
ス
可
シ

○
軽
罪

三
五
三
条　

��

檢
事
ハ
法
律
ノ
適
用
ニ
付
キ
其
意
見
ヲ
陳
述
ス
可
シ
民
事
原
告
人
ハ
要
償
ニ
付
キ
其
意
見
ヲ
陳
述
ス
可
シ
被
告
人
民

事
擔
当
人
ハ
更
ニ
答
辯
ヲ
爲
ス
ヿ
ヲ
得

○
重
罪

三
九
六
条　

裁
判
長
ハ
第
三
百
條
ニ
定
メ
タ
ル
手
續
ノ
終
リ
タ
ル
後
公
訴
ニ
付
キ
終
結
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
言
渡
ス
可
シ

三
九
八
条　

辯
論
終
結
ノ
言
渡
ア
リ
タ
ル
時
ハ
檢
察
官
法
律
適
用
ノ
爲
メ
其
意
見
ヲ
陳
述
ス
可
シ

被
告
人
及
ヒ
辯
護
人
ハ
檢
察
官
ノ
意
見
其
當
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
ヲ
論
ス
ル
ヲ
得

　

以
上
で
掲
げ
た
条
文
の
と
お
り
、
ま
ず
三
〇
〇
条
の
下
で
、
証
拠
調
べ
が
終
わ
っ
た
後
に
検
察
官
と
そ
の
他
訴
訟
関
係
人
が
順
次
意

見
を
述
べ
、
そ
の
後
に

―
違
警
罪
・
軽
罪
・
重
罪
で
規
定
が
異
な
っ
て
い
る
と
は
い
え

―
検
察
官
が
法
律
適
用
に
つ
い
て
意
見
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一
〇

を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　

法
律
適
用
に
関
す
る
意
見
に
つ
い
て
は
、
①
検
察
官
の
法
律
適
用
に
関
す
る
意
見
、
②
民
事
原
告
人
の
賠
償
要
求
に
関
す
る
意
見
、

③
被
告
人
又
は
弁
護
人
の
弁
護
の
た
め
の
発
言
、
④
民
事
担
当
人
の
義
務
を
免
れ
よ
う
と
す
る
た
め
の
弁
論
と
い
う
順
に
述
べ
ら
れ
、

各
陳
述
は
他
の
訴
訟
関
係
人
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。こ
の
う
ち
、「
檢
察
官
ノ
求
刑
及
ヒ
民
事
原
告
人
ノ

要
償（

11
（

」
は
「
辯
論
ニ
因
リ
被
告
事
件
ヲ
審
明
シ
タ
ル
後
檢
察
官
ハ
其
至
當
ナ
リ
ト
ス
ル
所
ニ
從
ヒ
意
見
ヲ
陳
述
ス
可
シ
被
告
人
及
ヒ
辯

護
人
ハ
云
々
ノ
所
為
ア
リ
ト
雖
モ
法
律
ノ
罰
ス
ル
所
ニ
非
サ
ル
ヿ
又
ハ
其
所
為
タ
ル
法
律
ノ
罰
ス
ル
所
ナ
リ
ト
雖
モ
檢
察
官
ノ
請
求
ス

ル
所
ノ
刑
ニ
當
ル
者
ニ
非
サ
ル
¬
ヲ
辯
論
ス
ル
ヿ
ヲ
得（

11
（

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、「
原
告
人
ト
被
告
人
ノ
辯
論
モ
モ
ハ
ヤ
ス

ミ
タ
リ
ト
ノ
沙
汰
ア
リ
タ
ル
時
ハ
檢
察
官
ハ
被
告
ノ
犯
セ
シ
罪
ハ
刑
法
第
何
條
ノ
罪
ニ
シ
テ
何
ノ
仕
置
ニ
ナ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
見

込
ヲ
ノ
ブ
ベ
キ
ナ
リ（

11
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
裁
判
官
の
専
断
事
項
と
し
て
容
喙
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
、
裁
判
官

に
対
し
て
相
当
と
思
料
す
る
刑
を
主
張
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

⑵　

明
治
刑
事
訴
訟
法

　

治
罪
法
が
制
定
さ
れ
た
直
後
に
、
わ
が
国
の
法
制
度
は
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
強
く
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
下
で
、
一
八
八
九
年

に
ド
イ
ツ
法
の
影
響
を
受
け
た
大
日
本
帝
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
司
法
制
度
に
つ
い
て
も
、
帝
国
憲
法
の
条
文
に
応
じ

て
通
常
裁
判
所
の
構
成
を
変
更
す
る
必
要
が
生
じ
る
と
と
も
に
治
罪
法
の
運
用
経
験
を
通
じ
て
治
罪
法
の
不
備
や
欠
陥
が
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
か
ら（

11
（

、
一
八
九
〇
年
に
、
帝
国
憲
法
下
の
司
法
裁
判
所
の
構
成
を
定
め
た
裁
判
所
構
成
法
（
明
治
二
三
年
法
律
第
六
号
）
及

び
刑
事
訴
訟
法
（
明
治
二
三
年
法
律
第
九
六
号
）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　

明
治
刑
事
訴
訟
法
は
、
一
八
七
七
年
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
を
参
照
し
な
が
ら
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
は
基

本
的
に
治
罪
法
と
殆
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る（

11
（

。
た
だ
し
、
論
告
に
つ
い
て
は
治
罪
法
と
比
べ
て
規
定
の
構
造
が
大
き
く
変
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一
一

革
さ
れ
て
い
る
。
明
治
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
論
告
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
条
文
の
み
を
定
め
て
い
る
。

●
明
治
刑
事
訴
訟
法

二
二
〇
条　

證
憑
調
濟
ノ
後
檢
事
ハ
事
實
及
ヒ
法
律
適
用
ニ
付
キ
意
見
ヲ
陳
述
ス
可
シ

被
告
人
及
ヒ
其
辯
護
人
ハ
答
辯
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得

檢
事
、
被
告
人
及
ヒ
辯
護
人
ハ
迭
ヒ
ニ
辯
論
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
但
辯
論
ノ
最
終
ニ
ハ
被
告
人
又
ハ
辯
護
人
ヲ
シ
テ
供

述
セ
シ
ム
可
シ

　

治
罪
法
と
は
異
な
り
、
明
治
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
で
は
、
事
実
認
定
に
関
す
る
意
見
と
法
律
適
用
に
関
す
る
意
見
と
で
分
界
が
設
け

ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
と
お
り
、
治
罪
法
草
案
で
は
陪
審
制
度
が
構
想
さ
れ
て
い
た
た
め
、
事
実
認
定
と
法
律

適
用
と
で
区
別
す
る
こ
と
に
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
陪
審
制
度
が
採
り
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
状
況
の
下
で
は

事
実
認
定
と
法
律
適
用
と
で
分
界
を
設
け
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
明
治
刑
事
訴
訟
法
が
施
行
さ

れ
た
当
初
は
、
治
罪
法
以
来
の
運
用
に
従
い
「
先
ツ
事
實
上
ノ
辯
論
終
結
シ
テ
始
メ
テ
法
律
上
ノ
辯
論
ヲ
爲
ス
可
キ
モ
ノ
盖
、
事
実
ア

リ
テ
始
メ
テ
法
律
ノ
適
用
ア
ル
ヲ
以
テ
此
ヲ
先
ニ
シ
彼
ヲ
後
ニ
ス
ル
ハ
序
次
上
固
ヨ
リ
當
然
ノ
事
タ
リ（

11
（

」
と
か
「
第
一
ニ
事
實
ニ
付
キ

辯
論
シ
原
被
各
其
事
實
ノ
意
見
ヲ
明
了
ナ
ラ
シ
メ
第
二
ニ
法
律
ニ
付
キ
辯
論
シ
亦
各
其
法
律
上
ノ
意
見
ヲ
明
了
ナ
ラ
シ
ム
事
實
ノ
辯
論

ト
法
律
ノ
辯
論
ト
ヲ
混
淆
錯
雑
セ
シ
ム
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス（

11
（

」
と
い
う
考
え
が
根
強
く
残
っ
て
い
た
が
、
他
方
で
は
「
檢
事
ハ
必
ス
シ
モ
事

實
及
ヒ
法
律
適
用
ニ
付
キ
同
時
ニ
意
見
ヲ
陳
述
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
事
件
ノ
摸
様
如
何
ニ
因
リ
同
時
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
便
益
ア
リ
ト
認
メ
タ

ル
ト
キ
ハ
之
レ
ヲ
爲
ス
ヘ
ク
又
タマ
マ

各
別
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
便
宜
ナ
リ
ト
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
先
ス
事
實
ニ
付
キ
意
見
ヲ
陳
述
シ
其
辯
論
終
リ
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一
二

タ
ル
後
法
律
適
用
ニ
付
キ
意
見
ヲ
陳
述
ス
ヘ
キ
ナ
リ（

11
（

」
と
い
う
よ
う
に
「
事
實
辯
論
ト
法
律
適
用
ニ
付
テ
ノ
辯
論
ト
ヲ
同
時
ニ
ス
ル
モ

各
別
ニ
ス
ル
モ
全
ク
檢
事
ノ
随
意
ニ
任
シ
タ
ル（

1（
（

」
と
す
る
見
解
も
現
れ
、
や
が
て
は
「
檢
事
ヨ
リ
被
告
人
ハ
斯
々
ノ
所
爲
ナ
ル
ヲ
以
テ

刑
法
第
何
條
ニ
照
シ
云
々
ノ
刑
ヲ
科
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
論
告
ス
レ
ハ
被
告
人
ハ
之
ニ
對
シ
テ
被
告
人
ノ
所
爲
ハ
云
々
ノ
罪
ニ
該
當
ス

ル
モ
ノ
ニ
非
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
事
實
ハ
斯
々
ニ
シ
テ
法
律
ノ
規
定
ハ
云
々
ナ
レ
ハ
ナ
リ
ト
辯
解
ス
是
共
ニ
事
實
ト
法
律
適
用
ト
ニ
付
テ
辯

論
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
分
カ
ツ
ヨ
リ
モ
却
テ
大
ニ
便
宜
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ（

11
（

」
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

検
察
官
の
法
律
適
用
に
関
す
る
意
見
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
「［
第
二
二
〇
條
］
第
一
項
ニ
檢
事
ハ
事
實
及
ヒ
法
律
適
用
云
々
ト
シ

テ
刑
ノ
適
用
云
々
ト
記
載
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
檢
事
ノ
請
求
ス
ル
所
ハ
獨
リ
刑
ノ
適
用
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ス
時
ト
シ
テ
免
訴
ノ
判
決
ヲ
爲
サ
ン
コ

ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ナ
キ
ニ
非
サ
レ
ハ
ナ
リ（

11
（

」
と
か
「
所
謂
ル
法
律
適
用
ト
ハ
單
ニ
刑
ヲ
適
用
ス
ル
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ス
免
訴
、
無
罪
若
ク

ハ
管
轄
違
ト
ニ
關
ス
ル
一
切
ノ
法
律
適
用
ヲ
包
含
ス（

11
（

」
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
当
時
の
検
察
官
が
裁
判
所
に
対
し

て
刑
の
請
求
に
対
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、「
裁
判
所
ハ
審
理
ノ
結
果
ニ
付
テ
自
由

ニ
裁
判
ヲ
爲
ス
ヲ
以
テ
正
確
ノ
方
法
ナ
リ
ト
ス
レ
ハ
各
被
告
事
件
ノ
刑
期
ヲ
定
ム
ル
ハ
益
々
裁
判
所
ノ
自
由
ニ
在
リ
ト
云
ハ
サ
ル
可
ラ

ス
刑
期
ノ
見
積
リ
ハ
審
理
ノ
結
果
カ
判
事
ニ
與
フ
ル
感
動
ノ
如
何
ニ
歸
着
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と
い
う
理
由
か
ら
「
檢
事
カ

有
罪
ヲ
主
張
ス
ル
時
ニ
ハ
被
告
人
ノ
罪
責
ア
ル
コ
ト
及
ヒ
刑
法
ノ
適
條
ヲ
申
立
ヘ
キ
ハ
勿
論
ナ
ル
モ
其
刑
期
ノ
如
何
ヲ
申
立
ツ
ル
コ
ト

ハ
要
件
ニ
非
ス
」
と
解
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
「
檢
事
ノ
刑
期
ヲ
申
立
ル
ヲ
得
ス
ト
誤
解
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
て
、
検

察
官
が
刑
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
自
体
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

実
際
、
一
八
九
〇
年
頃
（
明
治
二
三
年
前
後
）
に
な
る
と
、
わ
が
国
刑
事
司
法
の
な
か
で
検
察
官
が
被
告
人
の
刑
に
つ
い
て
意
見
を

述
べ
る
慣
行
が
現
れ
、
一
九
〇
〇
年
前
後
（
明
治
三
二
、
三
三
年
頃
）
よ
り
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
犯
罪
に
わ
た
っ
て
定
着
す
る
よ
う
に�

な
っ
て
い
る（

11
（

。
当
初
は
、
重
大
事
件
で
死
刑
又
は
無
期
刑
の
求
刑
が
な
さ
れ
る
ほ
か
は
「
相
当
の
処
断
あ
ら
ん
こ
と
を
」
と
か
「
相
当
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一
三

の
裁
判
あ
ら
ん
こ
と
を
」
と
請
求
し
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、
一
九
〇
〇
年
前
後
よ
り
論
告
の
な
か
で
「
重
禁
錮
三
年
」

と
か
「
軽
懲
役
一
年
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
刑
量
に
関
す
る
意
見
が
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
な

傾
向
に
つ
い
て
、
論
者
の
な
か
で
も
井
上
操
元
判
事
は
、
む
し
ろ
「
法
律
ノ
適
用
中
殊
ニ
刑
ノ
適
用
ニ
付
テ
ハ
檢
事
ハ
只
法
律
ノ
正
條

ヲ
援
引
シ
テ
其
適
用
ヲ
求
ム
ル
ニ
止
マ
ラ
ス
シ
テ
其
正
條
ノ
範
圍
内
ニ
於
テ
相
當
ノ
刑
期
金
額
ヲ
指
定
シ
テ
其
適
用
ヲ
求
ム
ヘ
キ
ナ

リ（
11
（

」
と
、
積
極
的
に
刑
の
適
用
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
明
治
刑
事
訴
訟
法
の
下
で
は
、
証
拠
調
べ
が
終
わ
っ
た
段
階
で
検
事
や
他
の
訴
訟
関
係
人
が
弁
論
を
す
る
権
利
を
与
え
ら

れ
て
い
る
と
す
る
一
方
で
、
裁
判
所
と
し
て
は
弁
論
の
機
会
を
与
え
れ
ば
足
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
検
事
又
は
他
の
訴
訟
関
係
人

が
弁
論
を
し
な
か
っ
た
場
合
は
当
人
の
意
見
を
聴
く
こ
と
な
く
審
理
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち
、

検
事
や
他
の
訴
訟
関
係
人
が
弁
論
を
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
「
訴
訟
關
係
人
ハ
凡
テ
ノ
場
合
ニ
於
テ
只
辯
論
ヲ
爲
ス
ノ
権
利
ヲ
有
ス

ル
ノ
ミ
。
之
ヲ
實
行
ス
ル
ト
否
ト
ハ
権
利
者
タ
ル
訴
訟
關
係
人
ノ
任
意
ナ
リ
。
之
ヲ
裁
判
所
ノ
方
面
ヨ
リ
観
察
ス
レ
ハ
裁
判
所
ハ
只
凡

テ
ノ
場
合
ニ
於
テ
此
辯
論
ヲ
爲
シ
得
可
キ
機
会
ヲ
與
フ
ル
ヲ
以
テ
十
分
ト
ス
。
事
實
辯
論
ノ
實
行
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
否
ト
ハ
問
フ
所
ニ
非

ス（
11
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
検
事
は
「
審
理
ノ
末
局
面
一
變
シ
テ
無
罪
タ
ル
コ
ト
明
ナ
レ
ハ
無
罪
ヲ
主
張
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
シ
此
場
合

ハ
公
訴
ヲ
抛
棄
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
裁
判
所
ハ
檢
事
ノ
無
罪
ノ
主
張
ニ
拘
ラ
ス
有
罪
ノ
判
決
ヲ
爲
ス
ヲ
得
ル
ナ
リ（

11
（

」
と
か
「
先
ツ
檢

事
其
事
實
上
法
律
上
ノ
意
見
ヲ
陳
述
ス
通
常
ハ
有
罪
ノ
論
告
ヲ
ナ
ス
ト
雖
モ
取
調
ノ
結
果
意
見
ヲ
變
ス
レ
ハ
無
罪
ヲ
主
張
ス
ル
モ
可
ナ

リ
裁
判
官
ハ
之
ニ
覊
束
サ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ（

1（
（

」
と
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
事
実
認
定
や
量
刑
に
つ
い
て
も
、
検
事
や
他
の
訴
訟
関
係
人
の

意
見
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶　

大
正
刑
事
訴
訟
法

　

わ
が
国
で
は
そ
の
後
、
一
八
九
五
年
に
刑
事
訴
訟
法
調
査
委
員
会
の
設
置
に
よ
っ
て
明
治
刑
事
訴
訟
法
の
全
面
改
正
作
業
が
開
始
さ
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一
四

れ
、
一
九
二
二
年
に
大
正
刑
事
訴
訟
法
（
大
正
一
一
年
法
律
第
七
五
号
）
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
で
全
面
改
正
が
達
せ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
そ

の
間
、
幾
次
に
も
わ
た
っ
て
草
案
が
起
草
・
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
論
告
に
関
し
て
は
明
治
刑
事
訴
訟
法
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
置
か

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

●
大
正
刑
事
訴
訟
法

三
四
九
条　

證
據
調
終
リ
タ
ル
後
檢
事
ハ
事
實
及
法
律
適
用
ニ
付
意
見
ヲ
陳
述
ス
へ
シ

被
告
人
及
辯
護
人
ハ
意
見
ヲ
陳
述
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

被
告
人
又
ハ
辯
護
人
ニ
ハ
最
終
ニ
陳
述
ス
ル
機
會
ヲ
與
フ
ヘ
シ

　

た
だ
し
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
が
（
検
察
官
に
よ
る
公
判
前
手
続
及
び
公
判
手
続
の
掌
握
と
い
う
意
味
に
お
け
る
）「
糺
問
主
義

的
検
察
官
司
法（

11
（

」
へ
の
修
正
・
展
開
を
果
た
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
、
刑
事
訴
訟
法
が
改
正
さ
れ
る
過
程
で
は
、
強
制
処
分

権
限
の
拡
大
・
訴
追
裁
量
権
限
の
拡
大
・
捜
査
書
類
へ
の
証
拠
能
力
の
付
与
と
い
う
か
た
ち
で
検
察
官
の
権
限
拡
大
が
追
求
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
治
罪
法
や
明
治
刑
事
訴
訟
法
の
下
で
は
、
検
事
は
殆
ど
書
面
上
の
審
理
に
よ
っ
て
審
理
の
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
予
審

を
請
求
す
る
と
い
う
建
前
が
と
ら
れ
、
検
事
が
取
調
べ
を
し
て
調
書
を
作
成
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た（

11
（

。
だ
が
、

そ
の
結
果
と
し
て
、検
察
官
が
起
訴
し
た
事
件
で
予
審
免
訴
あ
る
い
は
無
罪
判
決
に
終
わ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ（

11
（

、

無
実
の
者
を
起
訴
す
る
危
険
と
真
犯
人
が
証
拠
不
十
分
の
た
め
に
罪
を
免
れ
る
こ
と
の
不
合
理
さ
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
検
察
官
が
自

ら
被
疑
者
・
参
考
人
を
取
り
調
べ
て
起
訴
前
の
審
査
を
慎
重
に
行
う
実
務
が
一
般
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
検
察
官
の
捜
査
・
訴
追
権
限
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
検
察
官
の
意
見
陳
述
は
論
告
よ
り
も
求
刑
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一
五

の
方
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
と
も
と
予
審
に
よ
っ
て
事
件
を
公
判
審
理
に
付
託
す
る
か
否
か
の
篩
い
分
け
が
な
さ
れ
、
さ
ら

に
職
権
主
義
的
訴
訟
構
造
の
下
で
裁
判
所
が
事
案
の
真
相
解
明
に
向
け
て
強
い
権
限
を
掌
握
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
検
察
官
が
有
罪
の

確
信
を
持
て
な
い
事
件
を
あ
ら
か
じ
め
篩
い
落
と
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
判
審
理
で
被
告
人
が
争
う
余
地
は
い
っ
そ
う

少
な
く
な
り
、
そ
の
な
か
で
も
、
求
刑
が
論
告
の
総
決
算
的
な
結
論
と
し
て
重
要
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
こ

ろ
に
な
る
と
、「
法
律
適
用
ニ
付
テ
ノ
意
見
ト
ハ
右
認
定
事
實
カ
刑
法
第
何
條
ニ
該
當
シ
科
刑
幾
何
ヲ
相
當
ト
ス
ト
求
刑
ス
ル
ヲ
謂
フ（

11
（

」

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
論
者
の
あ
い
だ
で
も
「
法
律
ノ
適
用
ヲ
述
フ
ル
ハ
其
ノ
斷
定
シ
タ
ル
事
實
カ
如
何
ナ
ル
法
規
ニ
依
リ
處

断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
ヲ
明
ニ
ス
ル
ニ
在
リ
、
刑
ノ
言
渡
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
モ
ノ
思
量
ス
ル
場
合
ニ
ハ
適
用
ス
ヘ
キ
刑
ニ
關
シ
テ
意
見
ヲ
述

フ
ル
ヲ
至
當
ト
ス（

11
（

」
と
か
「
法
律
ニ
關
シ
テ
ハ
正
當
ナ
ル
適
用
ヲ
請
求
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
事
實
ニ
該
當
ス
ヘ
キ
法
條
ヲ
指
摘
ス

ル
ニ
止
マ
ラ
ス
適
正
ナ
ル
刑
ノ
量
定
ニ
付
テ
モ
其
ノ
意
見
ヲ
陳
述
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス（

1（
（

」
な
ど
と
、
積
極
的
に
刑
の
適
用
に
関
す
る
意
見

を
述
べ
る
こ
と
を
奨
励
す
る
言
説
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
実
際
の
公
判
審
理
で
も
求
刑
は
「
檢
察
官
の
当
然
の

つ
と
め
」
あ
る
い
は
「
檢
察
官
の
論
告
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
下
に
お
け
る
法
廷
で

「
檢
事
の
御
意
見
は
」
と
裁
判
長
か
ら
論
告
を
促
さ
れ
た
と
き
に
、
検
事
が
や
お
ら
立
ち
上
が
っ
て
「
懲
役
一
年
」
と
た
っ
た
一
言
述

べ
て
着
席
す
る
と
い
う
光
景
が
よ
く
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

11
（

。

　

た
だ
し
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
の
下
で
も

―
明
治
刑
事
訴
訟
法
と
同
様
に

―
検
察
官
や
被
告
人
・
弁
護
人
に
は
、
証
拠
調
べ
が

終
わ
っ
た
後
に
弁
論
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
そ
の
機
会
を
検
察
官
や
被
告
人
・
弁
護
人
が
利
用

し
な
か
っ
た
と
し
て
も
裁
判
所
は
有
効
に
判
決
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。殊
に
、「
検
事
カ
証
拠
調
終
リ
タ
ル

後
事
件
ニ
付
意
見
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ハ
其
ノ
職
務
上
ノ
義
務
ナ
リ
」
と
し
な
が
ら
も
「
裁
判
所
ハ
辯
論
ノ
機
會
ヲ
與
タ
ル
ト
キ
ハ
、
検
事

意
見
ヲ
陳
述
セ
サ
ル
コ
ト
ア
リ
ト
ス
ル
モ
、
爲
ニ
手
續
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
、
其
手
續
ヲ
進
行
シ
公
判
手
續
ヲ
終
了
ス
ル
コ
ト
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一
六

ヲ
得
ヘ
シ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
求
刑
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
大
審
院
昭
和
六
年
二
月
二
六
日
判
決
は
「
檢
事
ハ
該
意
見
ノ

陳
述
ハ
常
ニ
必
ス
之
ヲ
爲
サ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ノ
如
ク
見
エ
サ
ル
モ
這
ハ
単
ニ
檢
事
ノ
公
益
ノ
代
表
者
タ
ル
地
位
ニ
鑑
ミ
法
文
ニ

訓
示
的
ニ
規
定
シ
タ
ル
結
果
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
ク
」
と
し
た
う
え
で
「
證
據
調
終
了
後
ニ
於
ケ
ル
檢
事
ノ
意
見
ノ
陳
述
ト

雖
苟
モ
裁
判
所
該
意
見
陳
述
ノ
機
會
ヲ
與
タ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
得
ヘ
キ
以
上
縱
シ
ヤ
檢
事
ニ
於
テ
事
實
上
何
等
ノ
意
見
ヲ
陳
述
セ
サ
リ
シ

ト
ス
ル
モ
裁
判
所
ハ
公
判
審
理
ヲ
終
結
シ
裁
判
ヲ
爲
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し（

11
（

、
大
審
院
昭
和
一
五
年
二
月
二
三

日
判
決
も
「
意
見
ヲ
陳
述
ス
ル
ハ
檢
事
ノ
職
責
ナ
リ
ト
雖
裁
判
所
ニ
於
テ
檢
事
ニ
其
ノ
意
見
ヲ
陳
述
ス
ベ
キ
機
會
ヲ
與
ヘ
タ
ル
以
上
ハ

縱
令
檢
事
ガ
其
ノ
意
見
ヲ
陳
述
セ
ザ
リ
シ
ト
ス
ル
モ
尚
ホ
審
理
ヲ
終
結
シ
テ
判
決
ヲ
爲
シ
得
ル
モ
ノ
ト
解
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
蓋
シ
右
規

定
ハ
檢
事
ニ
對
ス
ル
一
ノ
訓
示
的
規
定
ニ
過
ギ
ズ
シ
テ
檢
事
ガ
右
規
定
ニ
反
シ
意
見
ヲ
陳
述
セ
ザ
リ
シ
爲
裁
判
所
ニ
於
テ
其
ノ
當
然
ノ

職
責
タ
ル
事
件
ノ
判
決
ヲ
爲
ス
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ノ
理
由
ナ
ケ
レ
バ
ナ
リ
」
と
述
べ
て
、
公
判
審
理
の
証
拠
調
べ
が
終
わ
っ
た
後
に
検
事

が
事
実
認
定
や
法
律
適
用
に
関
し
て
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
第
一
項
ノ
規
定
ハ
單
ナ
ル
訓
示
規
定
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
檢

事
ハ
必
ラ
ス
ヤ
證
據
調
ノ
後
ニ
於
テ
事
實
及
法
律
ノ
適
用
ニ
付
意
見
ヲ
述
ヘ
サ
ル
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
す
る
弁
護
人
の
上
告
を

斥
け
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
ら
の
判
例
で
示
さ
れ
て
い
る
考
慮
は
終
戦
直
後
の
旧
法
事
件
で
も
維
持
さ
れ
て
お
り
、
最
高
裁
昭
和
二
三
年
一
二

月
一
六
日
判
決
が
「
証
拠
調
が
終
つ
た
後
に
、
検
事
が
事
実
及
び
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
国
家

機
関
で
あ
る
検
事
の
職
務
と
し
て
訓
示
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
証
拠
調
が
終
つ
た
後
に
、
検
事
が
意
見
を
陳
述
し

よ
う
と
す
る
の
を
、
裁
判
所
が
阻
止
し
て
そ
の
ま
ま
結
審
し
、
判
決
を
言
渡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
手
続
が
違
法
で
あ
る
こ
と
は
、
言

う
を
待
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
も
と
よ
り
検
事
に
対
し
て
事
実
及
び
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
の
陳
述
を
強

制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
具
体
的
の
事
件
に
お
い
て
検
事
が
自
ら
意
見
の
陳
述
を
し
な
い
と
き
に
、
そ
の
ま
ま
結

審
し
、
判
決
を
言
渡
し
た
場
合
に
は
、
事
情
に
よ
り
検
事
の
職
務
遂
行
に
関
す
る
責
任
問
題
が
残
る
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
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一
七

裁
判
所
の
判
決
手
続
に
は
何
等
の
違
法
が
な
い
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
ほ
か（

11
（

、
最
高
裁
昭
和
二
四
年
八
月
九
日
判

決
も
「
裁
判
長
が
証
拠
調
を
終
り
被
告
人
に
対
し
意
見
弁
解
の
有
無
を
問
い
且
つ
利
益
な
証
拠
が
あ
れ
ば
提
出
で
き
る
旨
を
告
げ
之
れ

に
対
し
被
告
人
は
無
い
と
答
え
た
と
き
は
裁
判
長
か
ら
こ
と
さ
ら
に
事
実
並
に
証
拠
調
を
終
つ
た
旨
を
告
げ
な
く
と
も
特
に
検
事
の
発

言
を
禁
じ
な
い
限
り
検
事
は
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
解
し
得
る
」
と
し
て
、
検
事
が
事
実
認
定
や
法
律
適
用
に
関
し

て
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
と
し
て
も
違
法
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

な
お
、
大
審
院
は
検
事
が
略
式
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
「
略
式
命
令
ノ
請
求
ハ
公
訴
ノ
提
起
ト
同
時
ニ
書
面
ヲ
以
テ

之
ヲ
爲
ス
ヘ
シ
ト
規
定
ス
ル
ニ
止
マ
リ
同
請
求
書
ニ
檢
事
ノ
求
刑
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
求
シ
居
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
假
令
檢
事
求
刑
ノ
記

載
部
分
ニ
缼
點
ア
リ
爲
ニ
其
ノ
求
刑
ノ
効
力
ヲ
失
フ
カ
如
キ
場
合
ト
雖
之
カ
爲
該
請
求
書
ノ
無
效
ヲ
來
ス
コ
ト
ナ
ク
又
固
ヨ
リ
該
請
求

ト
共
ニ
同
一
書
面
ヲ
以
テ
爲
シ
タ
ル
公
訴
ノ
提
起
ニ
何
等
ノ
影
響
ヲ
及
ホ
サ
サ
ル
コ
ト
勿
論
ナ
ル
ト
ス
」
と
し
て
、
略
式
命
令
を
請
求

す
る
書
面
に
刑
の
量
定
に
関
す
る
検
事
の
意
見
を
記
載
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
公
訴
提
起
が
無
効
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
旨
を

明
ら
か
に
し
て
い
る（

11
（

。

　

ま
た
、大
審
院
は
裁
判
所
に
よ
る
刑
の
量
定
に
つ
い
て
も
、「
檢
事
カ
第
一
審
ノ
量
刑
ヲ
不
當
ト
シ
テ
控
訴
ヲ
申
立
タ
ル
事
件
ニ
於
テ

ハ
控
訴
裁
判
所
ハ
自
由
ノ
裁
量
ヲ
以
テ
刑
ノ
量
定
ヲ
爲
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
檢
事
ノ
求
刑
ノ
限
度
ニ
制
限
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ

レ
ハ
檢
事
ノ
求
刑
ヨ
リ
重
キ
刑
ヲ
言
渡
ス
ヲ
妨
ケ
サ
ル
」
と
し
て
、
量
刑
不
当
を
理
由
と
し
て
検
事
が
控
訴
し
た
事
件
で
控
訴
裁
判
所

が
検
事
の
求
刑
を
上
回
る
刑
を
被
告
人
に
言
い
渡
す
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
最
高
裁
判
所
も
旧
法

事
件
で
第
一
審
裁
判
所
が
検
事
の
求
刑
を
上
回
る
刑
を
被
告
人
に
言
い
渡
し
た
こ
と
に
対
し
て
、「
裁
判
所
は
検
事
の
事
実
上
並
に
法
律

上
の
意
見
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
判
決
が
求
刑
よ
り
重
い
刑
の
言
渡
で
あ
つ
て
も
、
違
法
で
は
な
い
」
と
述
べ

る
こ
と
で
被
告
人
側
の
量
刑
不
当
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
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八

⑷　

現
行
刑
事
訴
訟
法

　

さ
ら
に
わ
が
国
で
は
、
終
戦
直
後
に
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
よ
り
刑
事
手
続
改
革
の
要
求
が
示
さ
れ
、
一
九
四
五
年
一
一

月
に
司
法
制
度
改
正
審
議
会
が
設
置
さ
れ
て
以
降
二
年
以
上
に
わ
た
っ
て
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
作
業
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る（

1（
（

。
そ

こ
で
制
定
さ
れ
た
現
行
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
三
年
法
律
第
一
三
一
号
）
は
、
大
陸
法
系
の
色
彩
が
強
か
っ
た
従
前
の
法
制
度
を
改
め

て
英
米
法
系
の
要
素
を
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
検
察
官
の
論
告
に
関
す
る
条
文
そ
の
も
の
は
大
正
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
と
殆

ど
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い（

11
（

。

●
現
行
刑
事
訴
訟
法

二
九
五
条　

証
拠
調
が
終
つ
た
後
、
検
察
官
は
、
事
実
及
び
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
陳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②　

被
告
人
及
び
弁
護
人
は
、
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
と
よ
り
、
刑
事
訴
訟
の
構
造
が
職
権
主
義
か
ら
当
事
者
主
義
を
基
調
と
す
る
も
の
に
転
換
し
た
こ
と
で
、
検
察
官
の
論
告
・
求
刑

に
つ
い
て
従
前
の
も
の
と
は
異
な
る
様
相
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
旨
の
評
価
が
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
当
事
者
主
義
が
強
化
さ
れ
た
余

り
、
検
察
官
が
単
な
る
当
事
者
的
立
場
の
み
を
も
っ
て
論
告
求
刑
し
、
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官
の
地
位
性
格
を
忘
れ
て
い
る
よ

う
な
傾
向
に
あ
る
こ
と
」
及
び
「
論
告
と
求
刑
の
連
続
性
、
い
わ
ば
結
び
つ
き
が
重
視
」
さ
れ
、
求
刑
の
量
刑
が
拠
っ
て
来
た
る
所
以

に
つ
い
て
の
説
明
を
要
請
す
る
裁
判
官
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

し
か
し
そ
れ
で
も
、
検
察
官
の
論
告
・
求
刑
は

―
大
正
刑
事
訴
訟
法
下
と
同
様
に

―
「
論
告
中
の
重
要
部
分
」
と
か
「
そ
の

劇
的
な
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
と
い
わ
れ
る（

11
（

一
方
で
、
た
と
え
検
察
官
が
刑
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
と
し
て
も
違
法
と



検察官の求刑と量刑手続の構造

一
九

な
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。　

　

ま
ず
、
検
察
官
が
刑
の
適
用
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
審
が
懲
役
三
年
と
い
う
検
察
官
の

求
刑
に
基
づ
い
て
懲
役
一
年
六
月
の
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
、
控
訴
審
で
検
察
官
の
求
刑
ど
お
り
に
懲
役
三
年
を
言
い
渡
し
た
こ
と
が

日
本
国
憲
法
七
六
条
三
項
で
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
司
法
権
の
独
立
」
に
反
し
て
い
る
と
い
う
旨
を
述
べ
る
被
告
人
側
の
上
告
趣
意

に
対
し
、
証
拠
調
が
終
わ
っ
た
後
に
事
実
及
び
法
律
の
適
用
に
関
す
る
意
見
陳
述
を
す
る
こ
と
を
大
正
刑
事
訴
訟
法
及
び
現
行
刑
事
訴

訟
法
が
公
訴
権
を
有
す
る
検
察
官
に
対
し
て
求
め
て
い
る
の
は
「
刑
罰
法
令
は
、
罪
刑
法
定
主
義
に
則
り
、
予
め
一
定
の
犯
罪
構
成
要

件
と
こ
れ
に
科
す
べ
き
刑
罰
の
種
類
及
び
分
量
と
を
抽
象
的
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
に
こ
れ
が
適
用
実
現
を
審
理
す

る
公
判
手
続
に
お
い
て
、
そ
の
適
用
実
現
を
請
求
す
る
検
察
官
は
、
単
に
抽
象
的
な
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
具
体
的
な
犯
罪
事
実

の
存
否
に
関
す
る
意
見
の
み
な
ら
ず
、
該
事
実
に
し
て
存
在
す
る
限
り
、
こ
れ
に
相
当
す
る
法
条
を
指
摘
し
且
該
事
実
に
妥
当
す
る
具

体
的
刑
罰
の
種
類
及
び
分
量
に
関
す
る
意
見
を
も
陳
述
す
る
の
が
当
然
で
あ
つ
て
、
か
ゝ
る
具
体
的
な
刑
罰
に
関
す
る
意
見
が
す
な
わ

ち
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
の
意
見
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
［
り
］」、
そ
れ
に
対
し
て
「
訴
訟
法
は
独
り
攻
撃
側
に
立
つ
検
察

官
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
防
禦
側
に
在
る
被
告
人
及
び
弁
護
人
に
対
し
て
も
亦
た
同
一
点
に
つ
い
て
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
か
ら
「
裁
判
官
は
、
公
判
審
理
に
お
い
て
、
事
実
及
び
適
用
法
条
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
具
体
的

刑
罰
の
種
類
及
び
分
量
に
つ
い
て
も
当
事
者
双
方
の
忌
憚
な
き
意
見
を
聞
き
、
そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
公
平
に
職
権
を
行
う
も
の

で
毫
も
当
事
者
一
方
の
み
の
意
見
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
検
察
官
の
求
刑
の
性
格
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
昭
和
二
三
年
一
二
月
一
六
日
判
決
の
な
か
で
、

「
証
拠
調
が
終
つ
た
後
に
、
検
事
が
事
実
及
び
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
は
、
一
般
的
に
国
家
機
関
で
あ
る
検
事
の

職
務
と
し
て
訓
示
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
検
事
に
は
、
意
見
を
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
る
旨
を
特
に
告
げ
る
こ
と
が
、
裁
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判
所
に
対
し
て
要
請
さ
れ
て
は
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
か
ら
「
裁
判
所
が
検
事
に
対
し
て
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
旨
を
特
に
告
げ

な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
何
等
の
手
続
違
反
は
な
く
、
も
と
よ
り
絶
対
的
上
告
理
由
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
理
は

「
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
主
義
の
色
彩
が
強
く
な
つ
た
今
日
と
雖
も
、
同
様
に
解
す
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、「
た
だ
裁
判
所
が
、

証
拠
調
を
終
つ
た
旨
を
検
事
に
告
げ
れ
ば
、
検
事
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
進
ん
で
［
旧
］
刑
訴
第
三
四
九
条
第
一
項
に
よ

り
国
家
機
関
で
あ
る
職
務
の
遂
行
と
し
て
意
見
の
陳
述
を
す
る
」
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る（

11
（

。
実
際
、
そ
の
後
の
事
件
に
関
す
る
公

判
審
理
で
も
検
察
官
が
被
告
人
に
対
す
る
求
刑
を
放
棄
す
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
、
た
と
え
ば
吹
田
事
件
で
、
検
察
官
が
被
告
人
の
一

部
に
つ
い
て
「
証
拠
書
類
の
大
量
却
下
に
よ
り
、
残
さ
れ
た
採
用
証
拠
だ
け
で
は
事
実
の
真
相
に
あ
わ
な
い
」
こ
と
か
ら
、
論
告
の
な

か
で
刑
の
適
用
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
ほ
か（

11
（

、
熊
本
婦
女
暴
行
致
傷
事
件
（
い
わ
ゆ
る
「
松
尾
事
件
」）
や
松
橋

事
件
、
湖
東
記
念
病
院
事
件
の
再
審
公
判
で
も
検
察
官
は
元
被
告
人
の
求
刑
を
放
棄
し
て
い
る（

11
（

。
そ
の
他
、
恵
庭
事
件
で
は
、
裁
判
長

が
検
察
官
に
対
し
て
「
検
察
側
は
情
状
・
求
刑
の
項
を
撤
回
す
る
考
え
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
情
状
に
関
す
る
論
告
と
求
刑
を
撤
回
す

る
よ
う
勧
告
し
、
そ
の
う
え
で
検
察
官
が
情
状
・
求
刑
の
部
分
を
禁
止
す
る
決
定
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

裁
判
所
に
よ
る
刑
の
量
定
に
つ
い
て
も
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
下
と
同
様
に
、
現
行
法
下
で
検
察
官
の
求
刑
を
上
回
る
刑
を
被
告
人
に

言
い
渡
す
こ
と
が
終
戦
直
後
よ
り
是
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
最
高
裁
判
所
は
、「『
殘
虐
な
刑
罰
』
と
は
、
不
必
要
な
精
神
的
、
肉

體
的
苦
痛
を
内
容
と
す
る
人
道
上
殘
酷
と
認
め
ら
れ
る
刑
罰
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
事
實
審
の
裁
判
官
が
、
普
通
の
刑
を
法
律
に
お

い
て
許
さ
れ
た
範
圍
内
で
量
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
被
告
人
の
側
か
ら
觀
て
過
重
の
刑
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
つ
て

直
ち
に
所
論
の
ご
と
く
憲
法
に
い
わ
ゆ
る
『
殘
虐
な
刑
罰
』
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
大
法
廷
判
決（

11
（

や
「［
憲
法
三
七
条
一

項
］
の
『
公
平
な
る
裁
判
所
の
裁
判
』
と
い
う
の
は
構
成
其
他
に
お
い
て
偏
頗
の
惧
な
き
裁
判
所
の
裁
判
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
い

う
理
解
を
示
し
た
判
決（

11
（

に
照
ら
し
て
、「
か
り
に
、
裁
判
所
が
検
事
の
意
見
に
反
し
て
、
そ
の
求
刑
よ
り
も
重
い
刑
を
言
渡
し
た
と
し
て



検察官の求刑と量刑手続の構造

二
一

も
、
そ
れ
を
も
つ
て
、
所
論
の
よ
う
に
憲
法
第
三
六
条
又
は
同
第
三
七
条
に
反
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
は
、
当
裁
判

所
屡
次
の
判
例
の
趣
旨
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
じ
て
い
る
の
で
あ
る（

1（
（

。

２　

検
察
官
の
「
公
益
の
代
表
者
」
性
と
求
刑
の
意
義

⑴　

以
上
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
検
察
官
の
求
刑
は
「
法
律
適
用
に
関
す
る
意
見
」
に
含
ま
れ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
時
代
を
経

る
と
と
も
に
、証
拠
調
べ
が
終
わ
っ
た
後
に
述
べ
ら
れ
る
検
察
官
の
意
見
の
な
か
で
も
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

つ
と
に
、
治
罪
法
で
は
、
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、
①
「
犯
罪
ヲ
捜
査
ス
」、
②
「
犯
罪
ニ
付
キ
取
調
ノ
處
分
及
ヒ
法
律
ノ
適
用
ヲ
裁
判
官

ニ
請
求
ス
」、
③
「
裁
判
所
ノ
命
令
及
ヒ
言
渡
ノ
執
行
ヲ
指
揮
ス
」、
④
「
裁
判
所
ニ
於
テ
公
益
ヲ
保
護
ス
」
と
い
う
四
つ
の
職
務
を
検

察
官
に
付
与
し
（
治
罪
法
三
四
条
）、
こ
の
う
ち
の
「
法
律
ノ
適
用
ヲ
裁
判
官
ニ
請
求
」
す
る
と
い
う
職
務
の
な
か
で
、「
法
律
ノ
正
條

ヲ
以
テ
被
告
事
件
を
處
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
」
こ
と
と
さ
れ
て（

11
（

、
そ
の
後
も
裁
判
所
構
成
法
で
は
「
検
事
ハ
刑
事
ニ
付
キ
公
訴
ヲ
起

シ
、
其
ノ
取
扱
上
必
要
ナ
ル
手
續
ヲ
爲
シ
、
法
律
ノ
正
當
ナ
ル
適
用
ヲ
請
求
シ
、
及
判
決
ノ
適
當
ニ
執
行
セ
ラ
ル
ヽ
ヤ
ヲ
監
視
シ
、
又

民
事
ニ
於
テ
モ
必
要
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
通
知
ヲ
求
メ
其
ノ
意
見
ヲ
述
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
、
又
裁
判
所
ニ
屬
シ
若
ハ
之
ニ
關
ル
司
法
及

行
政
事
件
ニ
付
公
益
ノ
代
表
者
ト
シ
テ
法
律
上
其
ノ
職
權
ニ
屬
ス
ル
監
督
事
務
ヲ
行
フ
」（
六
条
）
と
し
て
、「
社
會
ノ
代
表
者
タ
ル
資

格
」
を
も
っ
て
法
律
の
正
当
な
適
用
を
求
め
る
も
の
と
し
て
い
る（

11
（

。
現
在
で
も
、
検
察
官
が
刑
の
適
用
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と

は
「
公
益
の
代
表
者
」（
検
察
庁
法
四
条
）
と
い
う
検
察
官
の
地
位
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
お
り
、
最
高
裁
判

所
も
た
と
え
ば
寝
屋
川
虐
待
致
死
事
件
で
、「
指
摘
さ
れ
た
社
会
情
勢
等
の
事
情
を
本
件
の
量
刑
に
強
く
反
映
さ
せ
、こ
れ
ま
で
の
量
刑

の
傾
向
か
ら
踏
み
出
し
、
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官
の
懲
役
一
〇
年
と
い
う
求
刑
を
大
幅
に
超
え
る
懲
役
一
五
年
と
い
う
量
刑
を

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
、
説
得
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
」
と
し
て
、
第
一
審
の
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
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刑
を
是
認
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

⑵　

本
来
的
に
、
検
察
官
の
「
公
益
の
代
表
者
」
と
い
う
地
位
は
、「
犯
罪
者
を
い
く
ら
か
有
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
刑
事
法

を
執
行
す
る
こ
と
」
の
ほ
か
、「
無
実
の
者
の
処
罰
を
避
け
る
こ
と
」
や
「
被
告
人
な
ど
に
適
法
か
つ
公
正
な
手
続
を
与
え
る
こ
と
」
と

い
っ
た
「
公
益
」
を
実
現
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る（

11
（

。
検
察
官
が
求
刑
を
述
べ
る
根
拠
と
制
約
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
①
被
告

人
の
権
利
・
利
益
を
も
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
で
公
正
か
つ
中
立
的
に
検
察
権
限
を
行
使
す
る
責
務
を
負
う
者
、
及
び
②
被
告
人
に
対

す
る
有
罪
判
決
の
獲
得
を
通
じ
て
社
会
秩
序
を
維
持
・
実
現
す
る
責
務
を
負
う
者
と
い
う
、
検
察
官
が
併
せ
持
っ
て
い
る
二
つ
の
側
面

を
顧
慮
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

㈠　

ま
ず
、
検
察
官
が
求
刑
を
述
べ
る
根
拠
と
し
て
、
検
察
官
が
「
無
実
の
者
の
処
罰
を
避
け
る
こ
と
」
や
「
し
か
る
べ
き
刑
よ
り
も

厳
し
く
個
人
を
罰
し
な
い
こ
と
」
を
保
障
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
も
と
、「
論
告
は
、
検
察
官

が
公
益
の
代
表
者
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
的
立
場
に
と
ら
わ
れ
ず
公
正
な
立
場
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し

も
そ
の
結
論
は
有
罪
を
主
張
す
る
も
の
に
は
限
ら
れ
ず
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
無
罪
、
免
訴
、
公
訴
棄
却
等
の
意
見
を
陳
述
す
べ
き
場

合
も
あ
る（

11
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、「
検
察
官
の
事
件
に
対
す
る
評
価
を
最
も
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
論
告
の
結
論
と
も
い

う
べ
き
も
の（

11
（

」
で
あ
る
求
刑
に
つ
い
て
も
、
公
益
の
代
表
者
と
い
う
見
地
か
ら
公
正
か
つ
中
立
的
な
見
地
か
ら
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が

要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
検
察
官
が
裁
判
官
の
量
刑
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
法
定
刑
の
範
囲
が
幅
広
く
設
定
さ
れ
て
い
る

わ
が
国
の
現
状
の
下
で
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
。
伝
統
的
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
刑
法
の
下
で
は
、「
道
義
的
責
任
の
必
然
的
結
果
」
あ

る
い
は
「
主
観
主
義
刑
法
理
論
の
成
果
」
と
し
て
量
刑
に
か
か
わ
る
幅
広
い
裁
量
を
裁
判
官
に
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
務
上
も
、

法
律
上
同
一
の
犯
罪
類
型
に
属
す
る
犯
罪
の
あ
い
だ
で
行
為
の
態
様
・
責
任
の
程
度
・
犯
罪
の
情
状
・
犯
人
の
危
険
性
・
刑
罰
適
応
能
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三

力
等
に
応
じ
て
「
刑
の
個
別
化
」
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
だ
が
他
方
で
、
裁
判
官
個
人
の
学
識
・
識
見
・
思

想
・
性
格
、
あ
る
い
は
そ
の
抱
懐
す
る
世
界
観
や
刑
罰
思
想
等
に
よ
っ
て
、
同
種
の
事
犯
に
対
し
て
言
い
渡
さ
れ
る
刑
の
あ
い
だ
で
不

均
衡
が
生
じ
、
ひ
い
て
は
法
的
安
全
の
要
請
に
こ
た
え
ら
れ
な
い
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、「
求
刑
は
、
こ

の
よ
う
な
裁
判
官
の
量
刑
の
偏
向
を
防
止
す
る
た
め
に
、
裁
判
官
が
量
刑
す
る
に
当
り
、
依
拠
せ
ら
れ
る
べ
き
一
つ
の
参
考
意
見
と
し

て
提
供
さ
れ
、
裁
判
官
の
量
刑
が
公
正
で
あ
る
と
共
に
常
に
衡
平
で
あ
る
こ
と
を
狙
っ
て
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
明
治
刑
事
訴
訟
法
の
下
よ
り
、
検
事
が
被
告
人
に
処
す
べ
き
刑
に
つ
い
て
意

見
を
述
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
檢
事
ハ
公
益
ノ
代
表
者
ト
シ
テ
事
實
ニ
關
シ
被
告
人
ノ
利
益
ナ
ル
意
見
ヲ
モ
陳
述
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ

ク
法
律
ニ
關
シ
テ
ハ
正
當
ナ
ル
適
用
ヲ
請
求
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
カ
故
ニ
」
検
事
は
適
正
な
る
量
刑
に
つ
い
て
も
意
見
を
陳
述
す
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ（

11
（

、と
く
に
大
正
刑
事
訴
訟
法
の
下
で
は
、「
法
定
刑
ノ
範
圍
廣
キ
場
合
ニ
於
テ
處
断
刑
其
ノ
當
ヲ
得
サ
レ
ハ
法
ノ
精
神
ヲ

没
却
ス
、
檢
事
法
定
刑
ヲ
述
ヘ
テ
處
断
刑
ニ
及
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
遺
漏
ノ
失
ナ
シ
ト
イ
フ
ヲ
得
ス
」
と
し
て
検
察
官
が
適
用
す
べ
き
刑
に

関
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
至
当
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。
ま
た
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
下
で
も
「
個
々
独
立
の
裁
判
所

に
対
し
て
、
全
国
的
組
織
体
で
あ
る
検
察
官
の
量
刑
の
意
見
は
、
裁
判
官
が
量
刑
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
刑
の
均
衡
を
保
つ
安
全

弁
の
作
用
を
為
す
の
で
、
裁
判
官
も
こ
れ
を
聞
く
こ
と
を
欲
す
る
場
合
が
多
い（

11
（

」
と
指
摘
さ
れ
る
ほ
か
、「
求
刑
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が

検
察
官
の
量
刑
に
関
す
る
意
見
で
あ
り
、
我
が
国
で
伝
統
的
に
確
立
し
た
訴
訟
慣
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
。
…
裁
判
所
に
と
っ
て
も
刑
の
公
平
さ
の
維
持
と
い
う
点
で
、
求
刑
は
有
益
で
あ
る
。
…
裁
判
所
の
量
刑
は
、
求
刑
を
参

考
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、「
実
際
の
量
刑
は
、
求
刑
よ
り
も
一
ラ
ン
ク
な
い
し
二
ラ
ン
ク
低
い
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
」

が
、「
た
だ
、
求
刑
を
超
え
る
量
刑
は
極
め
て
ま
れ
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
求
刑
は
量
刑
の
実
際
上
の
上
限
を
形
成
す
る
」
と
い
わ

れ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
検
察
官
の
求
刑
は
、
裁
判
官
が
適
正
な
量
刑
を
導
き
出
す
た
め
の
目
安
、
あ
る
い
は
、
裁
判
官
の
量
刑
裁
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四

量
を
適
正
な
も
の
に
す
る
た
め
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
と
い
う
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

㈡　

の
み
な
ら
ず
、
検
察
官
は
、
有
責
の
者
の
有
罪
判
決
を
獲
得
し
て
そ
の
刑
を
指
揮
す
る
こ
と
を
通
じ
て
社
会
秩
序
の
維
持
・
実
現

を
は
か
る
国
家
の
官
憲
で
あ
る
と
と
も
に
、
公
判
廷
で
被
告
人
の
有
罪
を
立
証
す
る
責
務
を
負
う
訴
追
側
当
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
社
会
秩
序
の
維
持
・
実
現
を
は
か
る
国
家
の
官
憲
と
い
う
地
位
と
の
関
連
で
は
、「
求
刑
が
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
確

乎
不
動
の
慣
行
と
し
て
実
務
に
定
着
し
た
根
本
的
理
由
は
、
む
し
ろ
、
国
家
の
刑
罰
権
の
発
動
・
実
現
を
裁
判
所
に
求
め
る
権
限
を
有

す
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
の
刑
事
政
策
を
統
一
的
・
総
合
的
に
推
進
し
う
る
唯
一
の
国
家
機
関
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す

る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う（

11
（

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
検
察
官
の
訴
追
側
当
事
者
及
び
そ
の
代
理
人
の
地
位
か
ら
も
、「
検
察

官
は
、
国
家
及
び
社
会
の
代
表
と
し
て
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
に
代
わ
っ
て
被
告
人
の
処
罰
を
求
め
る
と
い

う
意
味
で
被
害
者
側
の
利
益
を
も
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
か
ら
、
多
く
の
場
合
、
求
刑
と
は
、
検
察
官
が
、
当
該
事
件
で
考
え
ら
れ
る

刑
の
幅
の
中
で
上
限
に
近
い
も
の
を
述
べ
る
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
検
察
官
が
、
行
為
責
任
の
観
点
か
ら
『
当
該
事

件
で
適
当
と
考
え
る
刑
』
を
適
切
に
導
き
出
し
て
い
る
限
り
、
当
該
事
件
で
実
際
上
言
い
渡
し
う
る
刑
の
上
限
の
目
安
と
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
よ
う（

11
（

」
と
も
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
側
面
に
関
し
て
、た
と
え
ば
治
安
維
持
法
下
で
は
、「
論
告
・
求
刑
に
お
い
て
量
刑
を
ど
の
程
度
に
す
る
か
は
検
事
の
絶
対
的
権

限
の
源
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
刑
事
政
策
、
と
り
わ
け
思
想
運
動
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
意
図
さ
れ
た（

11
（

」
と
い
わ
れ
て
お
り
、

な
か
で
も
、「
国
内
に
お
け
る
治
安
維
持
法
の
本
格
的
な
発
動
」
と
も
い
え
る
一
九
二
八
年
の
日
本
共
産
党
に
対
す
る
一
斉
検
挙
（
三
・

一
五
事
件
）
に
関
し
て
は
、「
一
、
共
産
主
義
の
内
容
等
に
関
し
て
は
一
切
の
論
議
を
避
く
る
こ
と　

二
、
長
く
て
二
三
十
分
を
越
え
ざ

る
こ
と　

三
、
聊
か
も
訟
廷
を
騒
が
せ
ざ
る
こ
と　

四
、
気
鋭
不
逞
の
若
者
等
に
幾
分
求
刑
の
理
由
を
了
解
せ
し
む
る
こ
と　

五
、
実

際
の
論
述
を
可
及
丈
け
短
縮
し
得
る
様
起
案
し
置
く
こ
と
」
と
い
う
骨
子
・
方
針
の
下
、
検
事
は
福
岡
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
公
判
審
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理
の
論
告
で
「
被
告
等
は
実
に
我
国
体
を
変
革
し
、
君
主
制
を
廃
滅
し
、
我
社
会
及
経
済
両
組
織
、
其
他
総
て
を
呪
詛
粉
砕
せ
し
め
ん

と
し
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
正
に
治
安
維
持
法
に
則
り
て
弾
圧
を
受
く
べ
き
領
域
に
著
し
く
侵
入
し
た
も
の
で
、
殆
ん
ど
謂
う
に
堪
え

ざ
る
遺
憾
事
に
属
す
る
と
同
時
に
、
法
の
認
容
す
る
範
囲
に
於
て
最
も
重
刑
を
求
む
る
を
相
当
と
す
べ
き
事
態
と
信
ぜ
ら
る
る
の
で
あ

り
ま
す
」
と
述
べ
た
う
え
、
求
刑
に
当
た
っ
て
は
「
本
件
の
如
き
事
態
、
又
殊
に
改
悛
の
情
少
し
も
窺
わ
れ
ざ
る
」
こ
と
を
考
慮
し
て

「
宜
し
く
男
親
の
厳
格
な
る
慈
悲
を
以
て
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
断
じ
て
女
親
の
如
き
慈
愛
に
流
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

ま
た
、
と
く
に
論
告
・
求
刑
が
公
開
の
法
廷
と
い
う
一
般
市
民
や
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
等
の
耳
目
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
と
こ
ろ
で
当
該
事

件
に
関
す
る
検
察
独
自
の
見
解
を
開
陳
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、論
告
・
求
刑
が
裁
判
所
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、

「
そ
の
事
件
の
性
格
」
な
い
し
「
何
故
起
訴
し
何
故
こ
の
よ
う
な
求
刑
を
す
る
か
を
国
民
に
納
得
さ
せ
る（

11
（

」
と
い
う
意
味
で
、
一
般
社
会

に
対
し
て
も
イ
ン
パ
ク
ト
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
終
戦
前
後
よ
り
「
日
本
国
民
の
間
に
検
事
偏

重
の
風
潮
」
や
「
検
事
の
求
刑
に
特
に
権
威
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
新
聞
紙
な
ど
が
取
り
扱
う
国
情
」
が
あ
る
と
い
わ
れ
る（

11
（

一
方
で
、

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
一
当
事
者
た
る
検
察
官
の
求
刑
に
つ
い
て
も
、
あ
た
か
も
判
決
の
言
渡
し
が
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
大
々
的
に

こ
れ
を
報
道
す
る
。
そ
う
し
て
判
決
の
言
渡
し
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
に
求
刑
の
内
容
を
も
合
わ
せ
て
記
載
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
弁
護
人

側
の
意
見
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
な
い
」
と
い
う
「
検
察
官
の
求
刑
尊
重
と
い
う
考
え
方
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
通
じ
て
社
会
に
植
え

つ
け
ら
れ
、
こ
れ
が
ま
た
一
般
社
会
人
、
さ
ら
に
は
被
告
人
、
裁
判
官
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い

と
思
わ
れ
る
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

11
（

。

（
（（
）
浅
古
弘
＝
伊
藤
孝
夫
＝
上
田
信
廣
＝
神
保
文
夫（
編
）『
日
本
法
制
史
』
二
七
八
頁
以
下
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
〇
年
）［
浅
古
弘
執
筆
］
参
照
。
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二
六

（
（（
）
堀
田
正
忠
『
刑
事
訴
訟
法
釋
義　

下
巻
』（［
出
版
者
不
明
］、
一
八
九
六
年
）。

（
（0
）
浅
古
ほ
か（
編
）・
前
掲
注（
（（
）・
二
七
八
頁
以
下
［
浅
古
弘
執
筆
］。

（
（（
）
太
田
聿
郎
『
治
罪
法
義
解
第
五
巻
』
二
八
頁
以
下
（
花
井
卯
助
、
一
八
八
〇
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
村
田
保
『
治
罪
法
註
釈　

巻
七
』
三
五
丁
（
内
田
正
栄
堂
、
一
八
八
〇
年
）。

（
（（
）
村
田
・
前
掲
注（
（（
）・
三
六
丁
。

（
（（
）
那
須
純
一
郎
『
通
俗
治
罪
法
註
釈
大
全
：
傍
訓
．
三
』
一
八
七
丁
（
積
玉
圃
、
一
八
八
四
年
）。

（
（（
）
木
宮
高
彦
『
論
告
の
研
究
〔
法
務
研
究
報
告
書
第
四
三
集
七
号
〕』
四
〇
頁
以
下
（
一
九
五
四
年
）
参
照
。

（
（（
）
垂
水
克
己
「
明
治
大
正
刑
事
訴
訟
法
史
㈡
」
法
曹
界
雑
誌
一
八
巻
三
号
五
七
頁
（
一
九
四
〇
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
も
っ
と
も
、
裁
判
所
構
成
法
の
制
定
に
従
い
、
治
罪
法
第
二
編
に
定
め
ら
れ
て
い
た
裁
判
所
の
構
成
等
の
部
分
が
裁
判
所
構
成
法
に
取
り
込

ま
れ
、
刑
事
訴
訟
法
は
純
粋
に
刑
事
手
続
だ
け
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
刑
事
訴
訟
法
で
は
、
新
た
に
上
訴
の
編
を
設

け
、
大
審
院
の
特
別
権
限
に
属
す
る
事
件
を
除
き
、
軽
罪
・
重
罪
と
も
に
控
訴
・
上
告
を
認
め
、
決
定
に
対
す
る
抗
告
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

浅
古
ほ
か（
編
）・
前
掲
注（
（（
）・
二
八
八
頁
［
浅
古
弘
執
筆
］
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
井
上
正
一
『
刑
事
訴
訟
法
義
解　

下
』
一
二
四
頁
以
下
（
明
法
堂
、
一
八
九
一
年
）。

（
（（
）
井
上
操
『
日
本
刑
事
訴
訟
法
述
義
』
七
七
三
頁
（
明
法
堂
、
一
八
九
一
年
）。

（
（0
）
堀
田
・
前
掲
注（
（（
）・
二
三
六
頁
以
下
。

（
（（
）
堀
田
・
前
掲
注（
（（
）・
二
三
八
頁
。

（
（（
）
亀
山
貞
義（
述
）『
刑
事
訴
訟
法
』
三
五
頁
（
和
仏
法
律
学
校
、
一
八
九
六
年
）。

（
（（
）
磯
部
四
郎
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』
一
一
九
頁
（
八
尾
書
店
、
一
八
九
一
年
）。



検察官の求刑と量刑手続の構造

二
七

（
（（
）
井
上
操
・
前
掲
注（
（（
）・
七
七
四
頁
。

（
（（
）
豊
島
直
通
『
刑
事
訴
訟
法
原
論
』
六
一
九
頁
（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
〇
〇
年
）。

（
（（
）
木
宮
・
前
掲
注（
（（
）・
五
〇
頁
参
照
。

（
（（
）
木
宮
・
前
掲
注（
（（
）・
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
井
上
操
・
前
掲
注（
（（
）・
七
七
四
頁
。

（
（（
）
富
田
山
壽
『
最
近
刑
事
訴
訟
法
要
論　

下
巻
』
一
〇
七
七
頁
（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
一
一
年
）。

（
（0
）
豊
島
・
前
掲
注（
（（
）・
六
一
八
頁
以
下
。

（
（（
）
岡
田
朝
太
郎
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
案
』
八
八
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
〇
一
年
）。

（
（（
）
さ
し
あ
た
り
、
小
田
中
聰
樹
『
刑
事
訴
訟
法
の
歴
史
的
分
析
』
一
〇
三
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
六
年
）、
後
藤
昭
『
刑
事
控
訴
立

法
史
の
研
究
』
一
九
五
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
七
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
小
田
中
・
前
掲
注（
（（
）・
九
頁
。

（
（（
）
小
田
中
・
前
掲
注（
（（
）・
四
頁
。

（
（（
）
た
と
え
ば
、
大
審
院
明
治
二
六
年
四
月
一
〇
日
判
決
・
判
決
録
刑
事
一
輯
一
九
頁
は
「
非
現
行
犯
ノ
場
合
ニ
於
テ
司
法
警
察
官
ヨ
リ
重
軽
罪

ノ
告
訴
状
ヲ
受
ケ
タ
ル
檢
事
ハ
犯
罪
ヲ
捜
査
シ
刑
事
訴
訟
法
第
六
二
條
ニ
從
ヒ
予
審
ヲ
求
メ
又
ハ
直
チ
ニ
起
訴
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
、�

被
告
人
ヲ
訊
問
シ
調
書
ヲ
作
ル
ハ
一
ニ
判
事
ノ
職
権
ニ
屬
シ
犯
罪
捜
査
ノ
目
的
ニ
出
ル
モ
檢
事
ニ
於
テ
之
ヲ
爲
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
」

と
し
て
い
る
。
な
お
、
出
射
義
夫
『
検
察
・
裁
判
・
弁
護
』
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
た
と
え
ば
一
八
九
六
年
に
は
、
刑
法
犯
に
お
け
る
予
審
終
結
人
員
三
八
一
三
一
人
に
対
し
て
免
訴
人
員
は
一
六
七
七
六
人
（
四
三
パ
ー
セ
ン

ト
）、
第
一
審
に
お
け
る
対
審
言
渡
人
員
一
四
八
〇
〇
七
人
に
対
し
て
無
罪
人
員
は
一
四
五
九
九
人
（
九
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
な
っ
て
い
る
。�
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二
八

な
お
、
出
射
・
前
掲
注（
（（
）・
五
頁
以
下
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
司
法
研
修
所
検
察
教
官
室（
編
）『
検
察
講
義
案
〔
平
成
三
〇
年
版
〕』
六
頁
（
法
曹
会
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
（（
）
木
宮
・
前
掲
注（
（（
）・
五
四
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
平
井
彦
三
郎
『
刑
事
訴
訟
法
要
論
』
七
〇
四
頁
（
松
華
堂
書
店
、
一
九
二
六
年
）。

（
（0
）
平
沼
騏
一
郎
『
新
刑
事
訴
訟
法
要
論
』
五
三
四
頁
以
下
（
日
本
大
学
、
一
九
二
三
年
）。

（
（（
）
矢
追
秀
作
『
刑
事
訴
訟
法
要
義
中
巻
』
五
六
四
頁
（
松
華
堂
書
店
、
一
九
二
六
年
）。

（
（（
）
本
田
正
義
「
求
刑
物
語
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
巻
一
号
三
四
頁
（
一
九
五
〇
年
）
参
照
。

（
（（
）
林
頼
三
郎
『
刑
事
訴
訟
法
要
義
各
則
上
巻
』
二
五
三
頁
（
中
央
大
学
、
一
九
二
四
年
）。
な
お
、
平
井
・
前
掲
注（
（（
）・
七
〇
四
頁
に
も�

同
旨
の
説
明
あ
り
。

（
（（
）
大
審
院
昭
和
六
年
二
月
二
六
日
判
決
・
刑
集
一
〇
巻
五
六
頁
。

（
（（
）
大
審
院
昭
和
一
五
年
二
月
二
三
日
判
決
・
刑
集
一
九
巻
四
〇
頁
。

（
（（
）
最
高
裁
昭
和
二
三
年
一
二
月
一
六
日
判
決
・
刑
集
二
巻
一
三
号
一
八
〇
四
頁
。

（
（（
）
最
高
裁
昭
和
二
四
年
八
月
九
日
判
決
・
刑
集
三
巻
九
号
一
四
五
二
頁
。

（
（（
）
大
審
院
昭
和
五
年
六
月
三
日
判
決
・
刑
集
九
巻
三
九
三
頁
。

（
（（
）
大
審
院
昭
和
八
年
六
月
二
二
日
判
決
・
刑
集
一
二
巻
八
七
二
頁
。

（
（0
）
最
高
裁
昭
和
二
四
年
一
〇
月
一
一
日
判
決
・
集
刑
一
四
号
一
三
三
頁
。

（
（（
）
刑
事
訴
訟
法
制
定
過
程
研
究
会
「
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
過
程
㈢
」
法
律
協
会
雑
誌
九
一
巻
一
〇
号
一
五
一
六
頁
以
下
（
一
九
七
四
年
）�

［
松
尾
浩
也
執
筆
］
参
照
。
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二
九

（
（（
）
な
お
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
の
マ
ニ
ス
カ
ル
コ
大
尉
は
『
刑
事
訴
訟
法
ニ
対
ス
ル
修
正
意
見
』
の
な
か
で
、
大
正
刑
事
訴
訟
法
三
四
九
条
に

対
し
て
「
存
置
す
べ
き
」
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。
刑
事
訴
訟
法
制
定
過
程
研
究
会
「
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
過
程
㈣
」
法
律
協
会
雑
誌
九

二
巻
五
号
六
〇
五
頁
以
下
（
一
九
七
五
年
）［
小
田
中
聰
樹
執
筆
］
参
照
。

（
（（
）
た
だ
し
、
木
宮
元
検
事
は
、
①
と
く
に
わ
が
国
の
検
察
官
が
論
告
の
際
に
求
刑
を
も
併
せ
て
陳
述
す
る
伝
統
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
②
個
々

の
犯
罪
の
量
刑
は
犯
罪
定
型
の
抽
象
的
評
価
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
論
告
・
求
刑
の
段
階
で
は
ど
う
し
て
も
当
事
者
主
義
的
な

も
の
の
性
格
か
ら
の
み
で
は
判
断
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
な
ど
に
言
及
し
つ
つ
、「
検
察
官
は
公
益
代
表
者
な
る
が
故
に
常
に
最

終
陳
述
権
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
木
宮
・
前
掲
注（
（（
）・
六
八
頁
以
下
。

（
（（
）
安
倍
治
夫
「
訴
訟
指
揮
に
よ
る
〝
求
刑
〟
の
制
限
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
六
二
号
七
二
頁
（
一
九
六
七
年
）。

（
（（
）
最
高
裁
昭
和
二
三
年
一
二
月
一
六
日
判
決
・
刑
集
二
巻
一
三
号
一
八
〇
四
頁
。
な
お
、
検
察
官
に
対
し
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
さ
え
す
れ

ば
、
何
等
意
見
を
述
べ
な
く
と
も
差
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
昭
和
二
九
年
六
月
二
四
日
決
定
・
刑
集
八
巻
六
号
九

七
七
頁
で
も
是
認
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
朝
日
新
聞
一
九
六
二
年
四
月
一
七
日
付
夕
刊
参
照
。

（
（（
）
朝
日
新
聞
一
九
八
八
年
一
一
月
一
〇
日
付
朝
刊
［
熊
本
婦
女
暴
行
致
傷
事
件
］、
同
二
〇
一
八
年
一
二
月
二
一
日
付
朝
刊
［
松
橋
事
件
］、�

同
二
〇
二
〇
年
二
月
一
一
日
付
朝
刊
［
湖
東
記
念
病
院
事
件
］
参
照
。

（
（（
）
朝
日
新
聞
一
九
六
六
年
一
一
月
一
一
日
付
朝
刊
参
照
。

（
（（
）
最
高
裁
大
法
廷
昭
和
二
三
年
六
月
二
三
日
判
決
・
刑
集
二
巻
七
号
七
七
七
頁
。

（
（0
）
最
高
裁
大
法
廷
昭
和
二
三
年
五
月
五
日
判
決
・
刑
集
二
巻
五
号
四
四
七
頁
。

（
（（
）
最
高
裁
昭
和
二
五
年
七
月
一
四
日
判
決
・
刑
集
四
巻
八
号
一
三
八
八
頁
。
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三
〇

（
（（
）
村
田
保
『
治
罪
法
註
釈　

第
二
』
三
丁
（
内
田
正
栄
堂
、
一
八
八
〇
年
）。

（
（（
）
磯
部
四
郎
『
裁
判
所
構
成
法
註
釈（
完
）附
施
行
條
例
』
一
七
頁
以
下
（
久
貝
義
次
、
一
八
九
〇
年
）。

（
（（
）
最
高
裁
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
判
決
・
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
。

（
（（
）
な
お
、
合
衆
国
に
お
け
る
検
察
官
の
「
正
義
を
追
求
す
る
」
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
、see generally�Bruce�A

.�Green,�W
hy Should 

Prosecutors 
“Seek Justice

”?,�（（�F
o

rd
h

a
m U

rb.�L.J.�（0（,�（（（

（（（（（

）.

（
（（
）
松
尾
浩
也（
監
修
）、
松
本
時
夫
＝
土
本
武
司
＝
池
田
修
＝
酒
巻
匡（
編
集
代
表
）『
条
解
刑
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕』
六
一
五
頁
以
下
（
弘
文

堂
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（（
）
司
法
研
修
所
検
察
教
官
室（
編
）・
前
掲
注（
（（
）・
一
五
七
頁
。

（
（（
）
木
宮
・
前
掲
注（
（（
）・
五
三
頁
参
照
。

（
（（
）
木
宮
・
前
掲
注（
（（
）・
五
三
頁
。

（
（0
）
井
上
正
一
・
前
掲
注（
（（
）・
一
二
四
頁
以
下
。

（
（（
）
平
沼
・
前
掲
注（
（0
）・
五
三
四
頁
以
下
。

（
（（
）
出
射
義
夫
「
判
批
」
警
察
研
究
二
三
巻
四
号
六
一
頁
以
下
（
一
九
五
二
年
）。

（
（（
）
原
田
國
男
『
量
刑
判
断
の
実
際
』
五
〇
頁
（
現
代
法
律
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）

（
（（
）
臼
井
滋
夫
「
論
告
・
求
刑
」
熊
谷
弘=

佐
々
木
史
朗
＝
松
尾
浩
也
＝
田
宮
裕（
編
）『
公
判
法
体
系
Ⅲ　

公
判
・
裁
判
⑵
』
八
一
頁
以
下
（
日

本
評
論
社
、
一
九
七
五
年
）。

（
（（
）
伊
丹
俊
彦
＝
合
田
悦
三（
編
集
代
表
）『
逐
条
実
務
刑
事
訴
訟
法
』
六
四
二
頁
以
下
（
立
花
書
房
、
二
〇
一
八
年
）［
辛
島
明
執
筆
］。

（
（（
）
荻
野
富
士
夫
『
治
安
維
持
法
の
歴
史
Ⅰ　

治
安
維
持
法
の「
現
場
」
―
治
安
維
持
法
違
反
は
ど
う
裁
か
れ
た
か

―
』
一
一
一
頁
（
六
花
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三
一

出
版
、
二
〇
二
一
年
）。

（
（（
）
荻
野
・
前
掲
注（
（（
）・
一
〇
六
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
木
宮
・
前
掲
注（
（（
）・
六
三
頁
。

（
（（
）
出
射
・
前
掲
注（
（（
）（
判
批
）・
六
一
頁
。

（
（0
）
井
戸
田
侃
「
求
刑
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
号
八
七
頁
（
一
九
六
五
年
）、
同
「
求
刑
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
二
号
一
一
五
頁
（
一
九
七
一
年
）。

三
　
検
察
官
の
求
刑
と
裁
判
官
・
裁
判
員
の
量
刑
裁
量

１　

わ
が
国
に
お
け
る
量
刑
手
続
の
構
造
と
検
察
官
の
求
刑

⑴　

わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
は
、
罪
責
の
認
定
手
続
と
量
刑
手
続
と
で
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
戦
後
の
刑
事
司
法
制

度
改
革
で
当
事
者
主
義
的
訴
訟
構
造
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
一
方
で
、
量
刑
手
続
は
裁
判
官
が
広
範
な
裁
量
権
を
掌
握
し

て
い
る
と
い
う
意
味
で
職
権
主
義
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
と
に
、
鴨
良
弼
博
士
は
「
刑
の
量
定
に
は
刑

事
政
策
的
考
慮
が
強
く
作
用
し
、
本
来
、
裁
判
官
の
裁
量
の
支
配
す
る
領
域
で
あ
る
。
証
拠
資
料
、
証
拠
調
の
方
式
等
に
形
式
的
な
抑

制
を
与
え
る
こ
と
は
刑
の
量
定
の
本
質
と
矛
盾
す
る（

1（
（

」
と
い
っ
た
考
慮
よ
り
、「
刑
の
量
定
審
査
の
手
続
は
、
本
来
、
当
事
者
主
義
な
い

し
弁
論
主
義
に
親
し
ま
ぬ
領
域
で
あ
り
、
ま
た
、
形
式
的
な
拘
束
に
親
し
ま
ぬ
領
域
で
あ
る（

11
（

」
と
指
摘
し
、
平
野
龍
一
博
士
も
「
犯
人

の
責
任
ま
た
は
処
遇
方
法
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
人
格
的
要
素
・
環
境
的
要
素
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
「
こ
れ
ら
の

事
情
の
調
査
の
た
め
に
、
は
じ
め
か
ら
無
雑
作
に
権
力
を
用
い
る
な
ら
ば
、
個
人
の
権
利
と
自
由
と
は
危
殆
に
瀕
す
る
」
こ
と
か
ら
、
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「
ま
ず
犯
罪
事
実
の
存
否
は
、
当
事
者
主
義
的
訴
訟
に
よ
っ
て
厳
格
に
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
処
分
の
決

定
の
手
続
で
、
調
査
官
な
ど
に
科
学
的
な
調
査
を
行
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
「
前
者
を
当
事
者
主
義
的
に
し
、
後
者
を
職
権
主
義
的

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
、『
社
会
的
刑
法
』
と
『
自
由
な
刑
事
訴
訟
法
』
と
は
、
結
び
つ
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
」
と
説
い
て

い
る（

11
（

。
そ
し
て
、
事
実
の
証
明
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
も
、「
情
状
に
属
す
る
事
項
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
を
構
成
す
る
事
実
に

関
す
る
判
断
と
異
り
、必
ず
し
も
刑
事
訴
訟
法
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
法マ
マ

式
に
従
い
証
拠
調
を
経
た
証
拠
に
の
み
よ
る
必
要
は
な
い（

11
（

」と

広
く
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑵　

確
か
に
、「
刑
事
裁
判
に
お
け
る
量
刑
は
、
犯
人
の
性
格
、
経
歴
お
よ
び
犯
罪
の
動
機
、
目
的
、
方
法
等
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し

て
、
裁
判
所
が
法
定
刑
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
適
当
に
決
定
す
べ
き
も
の（

11
（

」
で
あ
り
、
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
事
情
は
決
し
て
犯
罪
行
為

自
体
に
関
す
る
情
状
（
狭
義
の
情
状
）
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い（

11
（

。
し
か
し
他
方
で
、
現
代
の
わ
が
国
に
お
け
る
刑
事
司
法
制
度
で

は
、
結
果
の
妥
当
性
の
み
な
ら
ず
手
続
の
適
正
に
も
配
慮
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
お
り
、
量
刑
事
実
を
証
明
す
る
に
当
た
っ
て
も
、

被
告
人
側
に
争
う
権
利
を
保
障
し
な
が
ら
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
点
、
平
野
博
士
は
「
刑
の
量
定

の
理
由
と
な
る
事
実
は
、
複
雑
で
あ
り
、
必
ず
し
も
事
実
の
存
否
自
体
が
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
資
料
を
制

約
す
る
と
、
犯
罪
の
結
果
の
大
小
だ
け
で
量
刑
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
不
当
な
結
果
を
生
ず
る
」
こ
と
か
ら
刑
の
量
定
は
厳
格

な
証
明
を
必
要
と
し
な
い
と
し
つ
つ
も
、「
や
は
り
刑
事
責
任
の
限
界
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、被
告
人
の
積
極
的
な
異
論
を
押
し

切
っ
て
、
証
拠
能
力
の
な
い
証
拠
で
認
定
す
る
の
は
公
正
で
な
い
」
と
い
う
考
慮
か
ら
「
公
判
廷
で
証
拠
を
示
し
て
意
見
弁
解
を
聴
く

必
要
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

ま
た
、
被
告
人
の
側
に
公
正
な
手
続
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
慮
か
ら
は
、
量
刑
手
続
の
場
面
で
も
当
事
者
主
義
の
理
念
が

貫
徹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
散
見
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
松
岡
正
章
教
授
は
、
当
事
者
主
義
が
「
被
告
人
を
し
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て
、
事
件
を
熟
知
せ
し
め
、
し
か
も
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
、
十
分
な
防
禦
・
弁
護
を
つ
く
さ
し
め
る
」
こ
と
で
適
正
手
続
と
相
即
不

離
の
関
係
に
あ
り
、
現
実
的
に
も
刑
事
裁
判
の
な
か
で
量
刑
が
被
告
人
に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
「
人

権
保
障
的
な
機
能
を
重
要
な
内
容
と
す
る
当
事
者
主
義
か
ら
、
量
刑
手
続
を
解
放
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な

い
」
と
い
う
考
え
の
下
で
、「
量
刑
手
続
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
主
義
の
訴
訟
構
造
が
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る（

11
（

。
松
岡

教
授
は
当
事
者
主
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
た
ん
に
形
式
的
・
技
術
的
に
、
検
察
官
と
被
告
人
と
が
相
対
立
す
る
訴
訟
構
造
す
な
わ
ち

対
審
構
造
を
採
用
す
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い（

11
（

」
と
し
て
お
り
、
む
し
ろ
訴
追
側
当
事
者
で
あ
る
検
察
官
に
比
し
て

劣
位
に
あ
る
と
い
え
る
被
告
人
の
権
利
を
強
化
・
保
護
し
て
手
続
の
公
正
を
期
す
る
と
い
う
「
真
の
当
事
者
主
義（

（11
（

」
を
志
向
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

田
口
守
一
教
授
も
「
多
く
の
事
件
は
自
白
事
件
で
あ
っ
て
、
公
判
手
続
の
主
な
部
分
は
量
刑
手
続
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、
①

量
刑
は
被
告
人
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
事
で
あ
る
か
ら
、
納
得
の
い
く
手
続
で
す
す
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
②
量
刑

資
料
の
証
拠
調
べ
な
ど
は
当
事
者
主
義
に
従
っ
て
運
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
③
量
刑
手
続
の
手
続
構
造
が
、
争
い
の
あ
る
事

件
の
罪
責
認
定
手
続
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る（

（1（
（

。
田
口
教
授
は
「
人
権
保
障
の
強
化
は
当
事

者
主
義
の
前
提
を
な
す
が
、
当
事
者
主
義
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
当
事
者
主
義
の
中
核
は
当
事
者
追
行
主
義
に

あ
り
、
当
事
者
の
手
続
追
行
権
の
充
実
が
課
題
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る（

（10
（

」
と
考
え
る
一
方
で
、
量
刑
手
続
に
つ
い
て
は
、

被
告
人
に
と
っ
て
「
納
得
の
い
く
手
続
」
に
よ
っ
て
刑
が
量
定
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶　

さ
ら
に
、
論
者
の
あ
い
だ
で
は
、
量
刑
段
階
で
も
当
事
者
主
義
的
手
続
構
造
が
妥
当
す
る
と
い
う
理
解
の
下
で
、
検
察
官
の
求
刑

を
上
回
る
刑
を
裁
判
官
が
量
定
す
る
こ
と
は
原
則
的
に
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
の
な
か
で
も
、
か
つ

て
よ
り
「
検
察
官
が
公
益
の
代
表
者
と
し
て
な
し
た
求
刑
意
見
よ
り
も
重
い
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
は
、
運
用
と
し
て
慎
重
を
期
す
べ
き
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で
あ
ろ
う（

（10
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
検
察
官
の
訴
追
側
当
事
者
と
し
て
の
地
位
に
照
ら
し
て
裁
判
所
が
求
刑
よ
り
も
重
い
刑
を
量
定
す

る
こ
と
を
不
当
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
白
取
祐
司
教
授
は
「
当
事
者
主
義
の
訴
訟
構
造
か
ら
み
て
、
求
刑
を
上
回
る
刑

を
裁
判
所
が
宣
告
す
る
の
は
、
一
般
に
は
不
当
で
あ
ろ
う（

（10
（

」
と
し
、
梅
田
豊
教
授
も
「
裁
判
所
は
、
事
実
だ
け
で
な
く
量
刑
に
つ
い
て

も
、
検
察
官
の
主
張
に
つ
い
て
そ
の
範
囲
内
で
判
断
す
れ
ば
足
り
る
、
と
考
え
る
の
が
現
行
法
の
当
事
者
主
義
構
造
に
合
致
す
る
」
と

し
た
う
え
で
「
特
段
の
事
情
も
な
し
に
求
刑
を
上
回
る
科
刑
を
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（10
（

。

　

と
り
わ
け
、
裁
判
員
制
度
の
下
で
「
当
事
者
追
行
主
義
に
則
っ
た
審
理
を
行
い
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
主
張
す
る
犯
罪
事
実
及
び

量
刑
上
重
要
な
事
実
が
弁
護
人
の
主
張
を
踏
ま
え
て
も
合
理
的
な
疑
い
を
入
れ
な
い
程
度
に
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
評
議
し
て
判
断
す

べ
き
で
あ
る（

（10
（

」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
量
刑
審
理
の
場
で
も
当
事
者
の
主
張
・
立
証
を
踏
ま
え
て
判
断
を
下
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
従
来
、
職
業
裁
判
官
に
よ
る
審
理
で
は
「
当
事
者
が
、
犯
情
事
実
に
重
点
を
置
き
つ
つ
も
、
一

般
情
状
事
実
を
含
め
た
、
当
該
事
実
で
言
及
可
能
な
多
く
の
量
刑
事
情
を
網
羅
的
・
総
花
的
に
主
張
し
、
こ
れ
ら
の
量
刑
事
情
に
つ
い

て
満
遍
な
く
立
証
が
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
裁
判
官
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
主
張
・
立
証
を
踏
ま
え
つ
つ
、
裁
判
官
の
体
験
的
感

覚
と
し
て
認
識
さ
れ
た
基
準
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
量
刑
相
場
を
前
提
と
し
、
と
き
に
は
類
似
事
例
に
お
け
る
多
数
の
判
決
内
容
と
詳
細
に

比
較
・
対
照
す
る
な
ど
し
て
、
最
終
の
量
刑
判
断
を
行
っ
て
き
た（

（10
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
当
該
事
情
が
な
ぜ
悪

い
（
良
い
）
情
状
に
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
か
、
量
刑
事
情
を
具
体
的
な
量
刑
意
見
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
困
難
を
覚
え
る
な
ど
と

い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
り
、
示
談
や
反
省
、
年
少
で
あ
る
こ
と
、
前
科
に
つ
い
て
法
曹
三
者
の
評
価
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
評
価
を
裁

判
員
が
下
し
た
り
し
た
こ
と
か
ら（

（10
（

、「
従
来
ど
お
り
の
総
花
的
な
情
状
事
実
の
列
挙
に
よ
っ
て
は
、裁
判
員
に
的
確
に
主
張
を
理
解
し
て

も
ら
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
当
事
者
に
お
い
て
も
い
ず
れ
の
量
刑
事
情
を
重
視
す
べ
き
か
、
当
該
量
刑
事
情
が
具
体
的
な
求
刑
・
量

刑
意
見
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
な
ど
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
の
説
得
的
な
説
明
方
法
を
含
め
、
論
告
・
弁
論
の
在
り
方
を
一
層
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検
討
し
て
い
る
必
要
が
あ
ろ
う（

（10
（

」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
伴
い
、「
量
刑
評
議
に
つ
い
て
も

第
一
次
的
に
は
当
事
者
の
主
張
を
根
拠
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
主
張
す
る
量
刑
事
情
が
証
拠
上
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
観
点

に
立
脚
し
て
評
議
を
進
め
る（

（（1
（

」
と
い
う
方
向
性
が
定
着
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
裁
判
員
は
、
審
理
を
見
て
聞
い
て
形
成
し
た
心
証

の
ま
ま
、
評
議
に
臨
め
ば
よ
く
、
評
議
の
中
で
改
め
て
一
か
ら
心
証
を
形
成
す
る
作
業
を
行
う
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
心
証
形

成
に
関
し
て
の
裁
判
員
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
と
と
も
に
、
裁
判
員
と
裁
判
官
が
一
体
感
を
も
っ
て
実
質
的
に
評
議
し
、
協
働
し
て
量

刑
判
断
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る（

（（（
（

」
な
ど
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
量
刑
の
本
質
が
「
犯
罪
行
為
に
対
す

る
責
任
非
難
の
程
度
（
当
該
行
為
の
意
思
決
定
へ
の
非
難
の
程
度
）
に
応
じ
た
刑
の
分
量
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と（

（（0
（

」
に
あ
り
、
な
お
か

つ
量
刑
は
「
他
の
事
案
と
比
較
し
て
も
公
正
・
公
平
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
量
刑
資
料
に
示
さ
れ
る
量
刑
傾
向
は
量
刑
の
目
安
と
さ

れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
当
事
者
の
訴
訟
活
動
と
離
れ
て
、「
裁
判
官
の
説
明
」
の
み
に
よ
っ
て

「
行
為
責
任
を
基
礎
と
す
る
量
刑
」
や
「
公
平
性
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
対
等
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
か
、
当
事
者
の
主
張
立
証
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
公
判
で
の
心
証
形
成
と
評
議
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
、
ひ
い
て
は
、

負
担
を
強
い
て
国
民
に
事
実
認
定
と
量
刑
判
断
へ
の
参
加
を
求
め
る
制
度
の
存
在
意
義
へ
の
疑
問
を
も
た
ら
す
危
険
が
あ
る
と
い
っ
た

問
題
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
評
議
だ
け
で
な
く
、
審
理
自
体
が
「
他
の
裁
判
結
果
と
の
公
平
性
が
担
保
さ

れ
た
適
正
な
量
刑
判
断
」
を
導
く
も
の
と
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る（

（（0
（

。
ま
た
、
検
察
組
織
の
側
で
も
、
①
情
状
に
関
し
て
、

犯
行
態
様
の
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
、
動
機
や
計
画
性
、
被
害
者
や
遺
族
の
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
行
後
の
情
状
、
被
告
人
の
改

善
・
更
生
の
可
能
性
や
再
犯
の
お
そ
れ
、
社
会
内
処
遇
の
当
否
等
に
つ
き
、
平
板
に
掲
げ
る
の
で
は
な
く
、
当
該
事
件
に
お
け
る
情
状

立
証
の
柱
と
な
る
事
実
を
中
心
に
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
、
一
般
市
民
の
視
点
や
感
覚
を
大
切
に
し
て
、
分
か
り
や
す
く
、
裁
判
員
の
良

識
に
訴
え
る
よ
う
な
論
告
を
行
う
こ
と
、
②
裁
判
員
裁
判
で
の
論
告
に
お
い
て
は
、
検
察
官
は
こ
れ
ま
で
よ
り
明
確
に
分
か
り
や
す
く
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求
刑
の
根
拠
と
な
る
事
実
を
示
す
こ
と
、
③
情
状
酌
量
の
是
非
が
問
題
と
な
る
事
案
な
ど
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
法
定
刑
自
体
を
説
明

す
る
な
ど
し
て
、
求
刑
の
合
理
性
に
つ
い
て
も
説
明
を
加
え
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（（0
（

。

２　

検
察
官
の
求
刑
が
量
刑
判
断
に
及
ぼ
す
影
響

⑴　

も
と
よ
り
、量
刑
審
理
の
場
で
も
当
事
者
の
主
張
・
立
証
を
踏
ま
え
て
判
断
を
下
す
姿
勢
が
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

職
業
裁
判
官
や
裁
判
員
は
も
っ
ぱ
ら
両
当
事
者
の
主
張
・
立
証
の
枠
内
で
量
刑
事
実
を
認
定
し
て
被
告
人
の
刑
を
量
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
員
裁
判
で
「
量
刑
評
議
は
、
裁
判
体
が
量
刑
の
本
質
を
踏
ま
え
て
当
該
個
別
の
事
案
の
量
刑
判
断
に
際

し
て
重
要
と
考
え
る
点
に
つ
い
て
集
中
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
、論
告
や
弁
論
で
当
事
者
が
主
張
す
る
量
刑
事
情
を
逐
一
取
り
上
げ
て
、

あ
る
い
は
そ
の
記
載
の
順
序
に
従
っ
て
、
そ
の
存
否
や
評
価
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い（

（（0
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
で
も
、
犯
罪
事
実
の
認
定
手
続
と
刑
の
量
定
手
続
と
が
明
確
に
分
割
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
［
以
下
、〝
合
衆
国
〟
と
す

る
］
の
刑
事
司
法
制
度
と
は
異
な
り（

（（0
（

、
ド
イ
ツ
や
わ
が
国
の
よ
う
に
検
察
官
が
刑
の
量
定
に
つ
い
て
独
自
に
意
見
を
述
べ
る
制
度
の
下

で
は
、
判
断
者
の
量
刑
判
断
は
検
察
官
の
量
刑
意
見
に
よ
る
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
一
連
の
実
証
的
研
究
を
通
じ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

心
理
学
等
の
領
域
で
は
、
認
知
バ
イ
ア
ス
の
一
種
と
し
て
、
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
（anchoring�effect

）
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
何
か
の
値
を
推
定
さ
せ
る
前
に
、
比
較
対
象
と
し
て
の
値
（
ア
ン
カ
ーanchor

）
を
提
示
し
、
そ
れ
と
推
測
す
る
値

を
比
較
す
る
と
、
そ
の
後
に
推
測
す
る
値
が
ア
ン
カ
ー
の
値
に
近
く
な
る
と
い
う
現
象
で
あ
る（

（（0
（

。
た
と
え
ば
、
ト
ヴ
ァ
ス
キ
ー
（A

m
os�

T
versky

）
教
授
と
カ
ー
ネ
マ
ン
（D

aniel�K
ahnem

an

）
教
授
は
国
連
加
盟
国
の
な
か
で
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
あ
る
国
が
占
め
る
比
率

に
つ
い
て
、
被
験
者
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ル
ー
レ
ッ
ト
を
使
っ
て
ラ
ン
ダ
ム
に
生
成
し
た
数
字
を
示
し
た
後
で
さ
ま
ざ
ま
な
数
値
を
パ
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ー
セ
ン
テ
ー
ジ
で
見
積
も
る
よ
う
に
指
示
し
た
と
こ
ろ
、
ル
ー
レ
ッ
ト
を
回
し
て
（0
で
止
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
回
答
の
平
均
が
二
五
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
（（
で
止
ま
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
回
答
の
平
均
は
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
い
う
実
験
結
果
を
得
ら

れ
て
い
る（

（（0
（

。
ま
た
、
ト
ヴ
ァ
ス
キ
ー
教
授
と
カ
ー
ネ
マ
ン
教
授
に
よ
れ
ば
、
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
は
不
十
分
な
計
算
に
基
づ
い
て
推
測

が
さ
れ
た
場
合
に
も
現
れ
て
お
り
、た
と
え
ば
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
の
積
を
瞬
時
に
回
答
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
グ

ル
ー
プ
と
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
の
積
を
瞬
時
に
回
答
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
と
で
回
答
の
数
値
を
比
較

し
た
と
こ
ろ
、
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
を
計
算
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
の
回
答
（（,（（0

）
の
方
が
（
×
（
×

（
×
（
×
（
×
（
×
（
×
（
を
計
算
し
た
グ
ル
ー
プ
の
回
答
（（（（

）
よ
り
も
見
積
も
っ
た
数
値
が
大
き
い
結
果
と
な
っ
て
い
る（

（（0
（

。�

こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
先
に
示
さ
れ
た
数
字
が
推
測
す
る
値
に
つ
い
て
の
回
答
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お

り
、
正
し
く
答
え
た
者
に
報
酬
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
が
弱
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（01
（

。

　

さ
ら
に
、
そ
の
後
の
研
究
で
も
、
現
実
社
会
で
人
間
が
判
断
を
下
す
際
に
ア
ン
カ
ー
と
な
る
数
値
が
影
響
力
を
与
え
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ノ
ー
ス
ク
ラ
フ
ト
（Gregory�B.�N

orthcraft

）
教
授
と
ニ
ー
ル
（M

argaret�A
.�N

eale

）
教

授
は
価
値
判
断
の
場
面
で
も
ア
ン
カ
ー
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
し
、
不
動
産
業
者
に
家
屋
の
価
格
を
見
積
も
っ
て
も
ら
お
う
と
し
た

と
こ
ろ
で
、
当
該
財
産
の
主
な
特
徴
や
近
隣
の
物
件
な
ど
見
積
も
り
に
重
要
な
情
報
を
与
え
、
か
つ
実
際
に
当
該
物
件
を
内
覧
す
る
機

会
を
保
障
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
は
あ
ら
か
じ
め
ヒ
ン
ト
と
し
て
与
え
た
売
り
出
し
価
格
の
数
値
に
大
き
く
影
響

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（0（
（

。
ま
た
、
ム
ス
ウ
ェ
イ
ラ
ー
（T

hom
as�M

ussw
eiler

）
教
授
ら
の
研
究
で
も
、
中
古
車
の
デ
ィ
ー

ラ
ー
に
一
〇
年
も
の
の
中
古
車
の
価
格
を
見
積
も
る
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
、
通
常
で
あ
れ
ば
査
定
に
重
要
と
思
わ
れ
る
情
報
（
使
用

年
数
、
マ
イ
レ
ー
ジ
な
ど
）
を
す
べ
て
与
え
、
な
お
か
つ
当
該
車
両
を
傍
ら
に
置
い
て
い
つ
で
も
調
査
で
き
る
よ
う
に
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
中
古
車
の
価
格
の
査
定
に
際
し
て
先
に
示
さ
れ
た
価
格
の
値
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（00
（

。
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刑
事
司
法
の
領
域
で
も
、
検
察
官
の
量
刑
意
見
が
裁
判
官
の
量
刑
判
断
に
影
響
力
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る（

（00
（

。
な
か
で
も
、
イ
ン
グ
リ
ッ
チ
（Birte�Englich

）
教
授
と
ム
ス
ウ
ェ
イ
ラ
ー
教
授
は
、
性
犯
罪
の
仮
説
事
例
の

シ
ナ
リ
オ
に
つ
い
て
裁
判
官
に
判
断
を
下
し
て
も
ら
っ
た
結
果
と
し
て
、
検
察
官
の
量
刑
に
関
す
る
要
求
が
軽
い
ほ
ど
裁
判
官
の
量
刑

判
断
は
軽
い
も
の
と
な
っ
て
お
り（

（00
（

、た
と
え
量
刑
に
関
す
る
要
求
が
関
連
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も

―
特
定
の
刑
を

要
求
し
て
い
る
者
が
検
察
官
で
は
な
く
、情
報
処
理
科
学
を
専
攻
し
て
い
る
学
生
で
あ
っ
た
と
し
て
も

―
裁
判
官
の
判
断
は
当
該
要

求
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
わ
れ
て
い
る（

（00
（

。
ま
た
、
検
察
官
の
量
刑
意
見
に
よ
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
は
裁
判
官
の
経
験
や
判
断
に

対
す
る
自
信
と
は
無
関
係
に
現
れ
る
も
の
で
あ
り
、た
と
え
裁
判
官
が
量
刑
判
断
を
下
す
経
験
を
一
五
年
以
上
積
ん
で
い
た
と
し
て
も
、

相
対
的
に
経
験
が
少
な
い
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
学
生
が
量
刑
判
断
を
下
し
た
場
合
と
同
程
度
に
、
検
察
官
の
量
刑
意
見
か
ら
影
響
力
を
受

け
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（00
（

。

　

こ
の
う
ち
、
関
連
性
を
も
た
な
い
ア
ン
カ
ー
の
量
刑
判
断
へ
の
影
響
力
は
裁
判
官
の
経
験
や
専
門
性
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
イ
ン
グ
リ
ッ
チ
教
授
ら
に
よ
る
後
の
研
究
で
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
電
話
中
に

投
げ
か
け
た
質
問
の
な
か
に
刑
の
要
求
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
た
と
え
当
該
要
求
が
ラ
ン
ダ
ム
に
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と

明
示
的
に
告
げ
ら
れ
て
い
た
り
、当
該
要
求
は
関
連
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
裁
判
官
自
身
が
認
識
し
た
り
し
て
い
た
と
し
て
も
、

裁
判
官
の
量
刑
判
断
は
当
該
要
求
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
か（

（00
（

、
サ
イ
コ
ロ
を
振
っ
て
自
分
で
ラ
ン
ダ
ム
に
決
め
た
ア
ン

カ
ー
は
検
察
官
の
量
刑
に
関
す
る
要
求
と
同
程
度
の
影
響
力
を
裁
判
官
の
量
刑
判
断
に
及
ぼ
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

（00
（

。

　

な
お
、
イ
ン
グ
リ
ッ
チ
教
授
ら
に
よ
れ
ば
、
弁
護
人
の
役
割
を
担
う
専
門
家
の
意
見
は
検
察
官
の
量
刑
意
見
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
弁
護
人
の
量
刑
意
見
は
弁
護
人
が
自
ら
選
択
し
た
弁
護
戦
略
で
は
な
く
、
望
ま
な
い
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（00
（

。イ
ン
グ
リ
ッ
チ
教
授
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
弁
護
人
の
最
終
弁
論
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
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よ
り
、
検
察
官
は
最
初
に
発
言
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
検
察
官
が
直
接
的
の
み
な
ら
ず
、
弁
護
人
へ
の
影
響

力
を
介
し
て
裁
判
官
に
間
接
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
り
、
最
終
的
な
量
刑
を
決
す
る
ア
ン
カ
ー
を
持
ち
込
む
こ
と
を
許
し
て

い
る（

（01
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑶　

一
般
的
に
、
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
は
「
判
断
材
料
が
多
く
て
複
雑
で
あ
っ
た
り
、
判
断
の
し
か
た
が
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す

る
」
と
い
う
意
味
に
お
け
る
「
不
確
実
性
」
の
下
で
現
れ
や
す
く
、
と
り
わ
け
判
断
を
下
す
に
当
た
っ
て
多
く
の
事
情
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
な
お
か
つ
選
択
で
き
る
刑
の
幅
が
広
い
わ
が
国
の
状
況
下
で
は
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
判
断
の
な
か
で
も
量
刑
判
断
は

と
り
わ
け
不
確
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（0（
（

。
ま
た
、
裁
判
官
の
量
刑
判
断
に
先
立
っ
て
検
察
官
が
量
刑
意
見
を
述
べ
る
わ
が
国
の

よ
う
な
制
度
の
下
で
は
、
と
く
に
刑
事
裁
判
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
検
察
官
が
た
と
え
ば
「
懲
役
一
五
年
」
と
い
う
よ
う
な

ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
説
得
的
に
伝
え
て
い
る
こ
と
も
相
俟
っ
て（

（00
（

、
検
察
官
の
意
見
が
最
終
的
な
量
刑
判
断
に
少
な
か
ら
ず

影
響
力
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
は
、
裁
判
官
の
経
験
や
専
門
知
識
、
自

分
の
判
断
に
対
す
る
確
信
、ア
ン
カ
ー
と
な
る
デ
ー
タ
の
関
連
性
・
信
用
性
に
か
か
わ
ら
ず
現
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、「
ア
ン
カ
リ
ン
グ

効
果
は
い
っ
た
ん
生
じ
て
し
ま
え
ば
、
ア
ン
カ
ー
が
な
い
と
き
と
同
じ
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い（

（00
（

」
と
ま
で
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
適
正
な
量
刑
判
断
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
い
か
に
し
て
検
察
官
の
量
刑
意
見
を
適
切
な
も
の
に
し

て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
検
討
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。

３　

検
察
官
の
求
刑
と
裁
判
員
の
量
刑
判
断

⑴　

以
上
の
よ
う
な
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
に
関
す
る
研
究
に
対
し
て
は
、（
男
性
一
人
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
）重
犯
罪
の
量
刑
分
布
グ

ラ
フ
を
用
い
た
研
究
で
も
量
刑
判
断
の
場
面
で
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
が
み
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る（

（00
（

一
方
、
重
犯
罪
の
量
刑
判
断
に
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対
し
て
は
、
被
害
の
大
き
さ
や
「
犯
罪
者
は
厳
し
く
罰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
信
念
が
影
響
し
や
す
い
た
め
に
、
ア

ン
カ
ー
の
影
響
が
相
対
的
に
弱
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る（

（00
（

。
実
際
、
裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て
量
刑
判
断
が
下
さ
れ
た
事
案
の
な
か
に
は
、

検
察
官
の
求
刑
よ
り
も
は
る
か
に
超
え
た
刑
を
量
定
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
て
い
る
。

　

確
か
に
、
検
察
官
が
「
公
益
の
代
表
者
」
の
地
位
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
検
察
官
が
述
べ
る
求
刑
が
必
ず
し
も
一
般
市
民
の
利
益
に

合
致
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
裁
判
員
制
度
が
創
設
さ
れ
た
背
景
事
情
と
し
て
、
法
律
の
専
門
家
に
よ
る
刑
事
訴
訟
の
運

用
と
一
般
市
民
の
法
感
情
と
で
乖
離
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
員
制
度
を
通
じ
て
一
般
市
民
の
代
表
が
職
業

裁
判
官
と
協
働
し
て
被
告
人
の
刑
を
量
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
般
市
民
の
健
全
な
社
会
常
識
に
適
っ
た
刑
が
被
告
人
に
下
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
検
察
官
は
国
家
及
び
社
会
の
代
表
と
し
て
一
般
市
民
の
利
益
を
訴
訟
手
続
の
な
か

で
推
し
進
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
権
限
行
使
に
つ
い
て
も
一
般
市
民
の
利
益
に
適
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
事
件
に
よ
っ
て
は
、
事
件
に
対
す
る
見
方
が
そ
も
そ
も
検
察
官
と
裁
判
官
と
で
異
な
る
場
合
や
起
訴
時

は
と
も
か
く
判
決
時
で
は
、
求
刑
自
体
が
考
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
な
ど
の
よ
う
に（

（00
（

、
検
察
官
の
求
刑
の
枠
内
で
刑
を
量
定
す

る
こ
と
が
正
統
性
を
も
た
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
う
る
。
実
際
に
検
察
実
務
で
は
、
求
刑
は
起
訴
時
に
決
め
て
お
く
こ
と
が
多
く
、
公
訴

提
起
の
段
階
と
証
拠
調
べ
が
ひ
と
通
り
終
わ
っ
た
段
階
と
で
事
実
の
見
立
て
が
異
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る（

（00
（

。

　

し
か
し
、
た
と
え
量
刑
が
一
般
市
民
の
目
か
ら
み
て
妥
当
な
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
そ
れ
が
正
当
な
も
の
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
市
民
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
結
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
け
で
な
く
、「
等
し
き
も
の
を
等
し
く

扱
う
」
こ
と
や
訴
訟
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
被
告
人
に
と
っ
て
不
意
打
ち
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
手
続
を
進
め
て
い
く
こ
と
も
社
会
的

利
益
の
ひ
と
つ
と
し
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
実
際
に
検
察
官
の
求
刑
が
裁
判
所
に
と
っ
て
量
刑
の
重
要
な
資

料
と
な
っ
て
お
り
、
被
告
人
の
側
に
と
っ
て
も
、
有
罪
と
な
っ
た
場
合
に
自
分
が
受
け
る
こ
と
に
な
る
刑
を
予
測
す
る
手
掛
か
り
と
な
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り
う
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
検
察
官
の
求
刑
を
超
え
る
刑
を
裁
判
所
が
言
い
渡
す
こ
と
は
被
告
人
に
と
っ
て
不
意
打
ち
に
当

た
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う（

（00
（

。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、「
公
益
の
代
表
者
」
で
あ
る
検
察
官
は
「
被
告
人
な
ど
に
法
に
適
っ
た
公
正
な
手
続
を
与
え
る
こ
と
」
や
「
均
衡

を
も
っ
て
個
人
を
取
り
扱
う
こ
と
（
し
か
る
べ
き
刑
よ
り
も
重
く
個
人
を
罰
し
な
い
こ
と
）」「
犯
罪
者
を
概
ね
平
等
に
扱
う
こ
と
（
同

じ
状
況
下
に
あ
る
個
人
は
概
ね
同
じ
方
法
で
扱
う
こ
と
）」
と
い
っ
た
社
会
の
目
標
を
実
現
す
る
責
務
を
負
い
、
と
き
に
は
対
立
す
る
こ

と
も
あ
る
様
々
な
利
益
を
調
整
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
量
刑
判
断
の
場
面
で
検
察
官
の
求
刑
と
一
般
市
民
（
裁

判
員
）
も
含
む
裁
判
体
の
量
刑
判
断
の
あ
い
だ
で
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。

⑵　

も
と
も
と
、
裁
判
官
の
量
刑
判
断
は
、
現
行
刑
法
の
な
か
で
明
確
な
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、「
長
年

の
経
験
に
よ
っ
て
体
得
し
た
一
種
の
勘（

（00
（

」
あ
る
い
は
「
長
年
の
裁
判
実
務
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
育
て
ら
れ
た
…
尺
度（

（01
（

」
と
し
て
、
い
わ

ゆ
る
〝
量
刑
相
場
〟
に
従
っ
て
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
同
種
・
同
性
質
・
同
程
度
の
行
為
を
内
容
と
す
る
事
件
に
対
し
て
は
、
同

刑
量
の
刑
罰
を
適
用
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
根
拠
を
も
つ
も
の（

（0（
（

」
で
あ
り
、
検
察
官
の
求
刑
も
こ
の
〝
量
刑
相
場
〟�

を
前
提
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る（

（00
（

。
も
と
よ
り
、
裁
判
官
と
検
察
官
は
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
異
な
る
立
場
で
権
限
を
行

使
す
る
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
裁
判
官
が
手
掛
か
り
と
す
る
〝
量
刑
相
場
〟
と
検
察
組
織
に
お
け
る
求
刑
基
準
（
求
刑
基
準
表（

（00
（

）
が

連
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
検
察
内
部
で
は
、「
検
察
の
量
刑
は
、
裁
判
所
の
宣
告
刑
を
リ
ー
ド
す
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
同
時
に
宣
告
刑
の
下
限
と
不
即
不
離
の
関
係
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
下
、
求
刑
の
半

分
を
割
り
込
む
量
刑
の
判
決
が
あ
っ
た
と
き
は
、
数
人
の
検
事
か
ら
な
る
調
査
班
を
設
け
、
公
判
記
録
の
み
な
ら
ず
、
公
判
不
提
出
記

録
ま
で
点
検
す
る
ほ
か
、
公
判
立
会
検
察
官
の
証
人
尋
問
の
仕
方
を
含
め
た
訴
訟
活
動
ま
で
俎
上
に
あ
げ
て
調
査
し
、
起
訴
時
の
求
刑

が
誤
っ
て
い
た
の
か
、公
判
廷
で
新
た
に
出
て
き
た
情
況
に
応
じ
て
求
刑
を
訂
正
す
べ
き
だ
っ
た
の
に
求
刑
の
訂
正
が
怠
ら
れ
た
の
か
、



岡山商大法学論叢　第31号（2023）

四
二

あ
る
い
は
当
該
裁
判
所
の
量
刑
判
断
が
不
当
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
も
し
も
求
刑
が
誤
っ
て
い
た
と
判
断
さ

れ
た
場
合
は
、
そ
の
後
の
求
刑
な
り
求
刑
基
準
表
が
訂
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る（

（00
（

。

　

な
お
、
裁
判
員
制
度
の
下
で
は
、
職
業
裁
判
官
と
裁
判
員
が
協
働
し
て
被
告
人
の
刑
を
量
定
す
る
に
あ
た
り
、〝
量
刑
傾
向
〟
と
い
う

も
の
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。〝
量
刑
傾
向
〟
は
、
従
前
の
〝
量
刑
相
場
〟
に
伴
っ
て
い
た
「
当
然
に
従
う
べ
き
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を

払
拭
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り（

（00
（

、
量
刑
要
素
の
入
力
に
よ
り
同
種
先
例
の
量
刑
傾
向
を
示
す
グ
ラ
フ

と
事
例
一
覧
表
が
出
力
さ
れ
る
と
い
う
〝
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
〟
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
同
種
事
犯
と
の
公
平
性
を
は
か
ろ
う
と
し

て
い
る
。（

（00
（

こ
の
よ
う
な
〝
量
刑
傾
向
〟
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
寝
屋
川
虐
待
致
死
事
件
で
「
量
刑
に
関
し
て
も
、
裁
判
員
裁
判
導

入
前
の
先
例
の
集
積
結
果
に
相
応
の
変
容
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
は
当
然
に
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
意
味
で
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
そ
れ
が
導
入
さ
れ
る
前
の
量
刑
傾
向
を
厳
密
に
調
査
・
分
析
す
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い
な

い
し
、
ま
し
て
や
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
ま
で
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
一
方
で
、「
裁
判
員
裁
判
と
い
え
ど
も
、
他
の

裁
判
の
結
果
と
の
公
平
性
が
保
持
さ
れ
た
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
評
議
に
当
た
っ
て
は
、
こ

れ
ま
で
の
お
お
ま
か
な
量
刑
の
傾
向
を
裁
判
体
の
共
通
認
識
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
当
該
事
案
に
ふ
さ
わ
し
い
評
議
を

深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（00
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
裁
判
員
裁
判
で
あ
れ
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
で
あ
れ
、
裁
判
所
が
言
い
渡
し
た
刑
が
検
察
の
側
に
と
っ
て
不
当
で
あ

る
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
控
訴
を
し
て
量
刑
の
是
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
法
三
八
一
条
参
照
）。
だ
が
逆
に
、
検
察
官
の

求
刑
や
検
察
の
側
の
求
刑
基
準
が
不
当
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
合
は
、
裁
判
所
が
言
い
渡
し
た
刑
を
基
に
し
て
求
刑
や
そ
の
基
準
が
見

直
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。

⑶　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
合
衆
国
に
お
け
る
大
陪
審
と
検
察
官
の
関
係
が
想
起
さ
れ
う
る
。
合
衆
国
で
は
連
邦
法
域
を
中
心
に
、
重
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大
事
件
の
起
訴
は
一
般
市
民
の
代
表
で
あ
る
大
陪
審
が
行
う
も
の
と
さ
れ
、
検
察
官
が
提
出
し
た
起
訴
状
の
原
案
を
大
陪
審
が
審
査
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
事
事
件
の
起
訴
が
一
般
市
民
の
法
感
情
に
適
っ
た
も
の
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ

の
一
方
で
、
大
陪
審
が
作
成
し
た
起
訴
状
を
裁
判
所
に
提
出
す
る
か
否
か
は
検
察
官
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
も
し
も
検
察
官

が
大
陪
審
に
よ
る
訴
追
意
思
を
不
当
で
あ
る
と
思
料
し
た
場
合
に
は
、
起
訴
状
を
裁
判
所
に
提
出
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
大
陪
審
の
権

限
行
使
を
検
察
官
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
余
地
も
認
め
ら
れ
て
い
る（

（00
（

。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
大
陪
審
と
検
察
官
は
公
訴
の
提
起
に
際
し

て
互
い
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
あ
う
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
も
、
裁
判
員
制
度
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
従
前
の
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
と
は
異
な
る
傾
向
が

現
れ
、
一
般
市
民
の
感
覚
が
反
映
さ
れ
た
新
た
な
〝
量
刑
傾
向
〟
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

（00
（

。
そ
し
て
、
検
察
官
の
求
刑
に

つ
い
て
も
、
個
々
の
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
結
果
や
裁
判
員
裁
判
の
蓄
積
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
〝
量
刑
傾
向
〟
に
照
ら
し
て
基

準
の
あ
り
よ
う
を
見
直
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
市
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
直
ち
に
量
刑
結
果
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
が
公
正
・
公
平
の
理
念
を
含
む
社
会
全
体
の
利
益
に

適
っ
た
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
検
察
官
が
公
益
の
代
表
者
と
い
う
立
場
に
照
ら
し
て
述
べ
る
求
刑
を
基
準
と
し
な
が
ら
職
業
裁
判
官

と
裁
判
員
が
刑
を
量
定
す
る
と
い
う
姿
勢
が
重
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
般
市
民
の
目
か
ら
み
た
正
統
性
と
社
会
全
体
の
利

益
の
両
方
を
み
た
す
た
め
に
は
、
検
察
官
の
求
刑
と
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
と
が
互
い
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
あ
う
関
係
を
維
持
し

て
い
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

４　

検
察
官
の
求
刑
と
「
量
刑
の
科
学
化
」

　

最
後
に
、
量
刑
段
階
で
判
決
前
調
査
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
お
き
た
い
。
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判
決
前
調
査
制
度
は
「
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
個
々
の
犯
罪
者
に
対
し
て
そ
の
者
に
適
合
す
る
処
遇
を
選
択
す
る
に
つ
き
、
裁
判
所

の
便
益
に
資
す
る
た
め
、
判
決
前
に
被
告
人
に
つ
い
て
そ
の
素
質
、
環
境
に
関
す
る
科
学
的
調
査
を
行
う
制
度（

（01
（

」
で
あ
る
。
合
衆
国
で

は
、
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
適
格
性
を
判
断
す
る
た
め
の
制
度
と
し
て
発
達
し
、
現
代
で
も
な
お
、
量
刑
判
断
に
資
す
る
質
の
高
い
量
刑

資
料
を
提
供
し
う
る
も
の
と
し
て
判
決
前
調
査
が
活
用
さ
れ
て
い
る（

（0（
（

。
わ
が
国
で
は
類
似
の
制
度
と
し
て
、
少
年
事
件
に
お
け
る
家
庭

裁
判
所
調
査
官
の
社
会
調
査
（
少
年
法
八
条
）
や
鑑
別
所
の
資
質
鑑
別
（
少
年
法
九
条
参
照
）
が
実
施
さ
れ
、
成
人
事
件
で
も
事
案
に

応
じ
て
情
状
鑑
定
が
活
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が（

（00
（

、
他
方
で
は
一
九
五
〇
年
代
以
降
、「
適
正
な
裁
判
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
」
と
し
て
、
裁
判
所
に
専
属
の
調
査
官
を
設
置
し
た
う
え
で
、
裁
判
官
が
量
刑
判
断
を
下
す
に
当
た
っ
て
、
被
告
人
の
経
歴
・
素
質
・

環
境
等
に
関
す
る
事
項
を
調
査
せ
し
め
る
制
度
の
導
入
が
た
び
た
び
提
言
さ
れ
て
い
る（

（00
（

。
と
り
わ
け
近
年
で
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入

に
伴
い
一
般
市
民
が
量
刑
判
断
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
犯
罪
被
害
者
等
が
独
自
の
立
場
で
意
見
陳
述
な
ど
を
行
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
判
決
前
調
査
を
量
刑
手
続
に
組
み
込
む
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る（

（00
（

。
私
自
身
は
、
量

刑
判
断
の
客
観
化
・
科
学
化
・
合
理
化
を
は
か
る
た
め
に
判
決
前
調
査
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、

裁
判
所
が
量
刑
に
際
し
て
職
権
で
被
告
人
の
経
歴
・
素
質
・
環
境
等
を
調
査
す
る
こ
と
が
当
事
者
主
義
的
手
続
構
造
と
調
和
し
う
る
か

と
い
う
問
題
が
生
じ
う
る
の
で
あ
る
。

　

判
決
前
調
査
制
度
の
導
入
に
対
し
て
は
、「
検
察
官
を
基
本
的
に
『
当
事
者
』
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
わ
が
現
行
法
の
下
で
、
調
査

官
を
検
察
機
関
に
属
せ
し
め
あ
る
い
は
そ
の
監
督
下
に
お
く
こ
と
が
妥
当
で
な
い（

（00
（

」
と
い
わ
れ
て
い
る
反
面
で
、
裁
判
所
に
属
す
る
調

査
官
が
収
集
・
提
出
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
量
刑
判
断
を
下
す
こ
と
に
着
目
し
て
「
訴
訟
の
職
権
主
義
化
に
つ
な
が
る
」
と
い
う
批
判

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る（

（00
（

。
だ
が
、
も
と
も
と
裁
判
所
と
検
察
官
と
で
は
本
体
的
な
立
場
が
異
な
っ
て
お
り
、
被
告
人
の
量
刑
に
対
す
る
見

立
て
も
お
の
ず
と
異
な
る
も
の
と
な
る
。そ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
求
刑
に
お
い
て
は
刑
罰
の
一
般
予
防
的
機
能
が
重
視
さ
れ
る
の
に
対
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し
、
量
刑
に
お
い
て
は
そ
の
特
別
予
防
的
機
能
、
こ
と
に
犯
人
の
改
善
・
更
生
の
面
が
大
き
な
比
重
を
占
め
る（

（00
（

」
と
か
「
訴
追
官
と
し

て
の
検
察
官
に
特
別
予
防
お
よ
び
具
体
的
妥
当
性
の
追
求
を
求
め
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
期
待
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
被
疑
者
、
被

告
人
の
立
場
に
あ
る
者
に
対
し
、
あ
た
か
も
有
罪
確
定
者
と
し
て
の
、
そ
の
後
の
措
置
に
つ
い
て
訴
追
官
た
る
検
察
官
に
配
慮
を
し
て

い
く
必
要
は
存
し
な
い
か
ら
で
あ
る（

（00
（

」と
い
わ
れ
て
い
る
反
面
で
、「
検
察
官
の
職
に
あ
る
者
は
…
つ
ね
に
刑
事
政
策
的
配
慮
を
め
ぐ
ら

し
、
一
般
予
防
一
辺
倒
に
陥
る
こ
と
な
く
、
特
別
予
防
の
面
を
も
十
分
に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ（

（00
（

、
ま
た
実
際
に

も
「
求
刑
も
、
公
判
で
立
証
さ
れ
た
被
告
人
に
有
利
な
個
別
事
情
も
考
慮
し
た
う
え
で
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る（

（01
（

」
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
裁
判
官
は
、
公
判
審
理
に
お
い
て
、
事
実
及
び
適
用
法
条
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
具
体
的
刑

罰
の
種
類
及
び
分
量
に
つ
い
て
も
当
事
者
双
方
の
忌
憚
な
き
意
見
を
聞
き
、
そ
の
良
心
に
従
い
独
立
し
て
行
う
も
の
で
毫
も
当
事
者
一

方
の
み
の
意
見
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
最
高
裁
判
所
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
裁
判
所
が
判
断
を

下
す
た
め
に
鑑
定
を
命
じ
る
な
ど
と
い
っ
た
職
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
法
律
の
う
え
で
も
実
際
に
も
想
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
刑
訴
法
一
六
五
条
参
照（

（0（
（

）。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
が
訴
追
側
当
事
者
で
あ
る
検
察
官
の
求
刑
を
参
考
と
し
つ
つ
、
審

理
さ
れ
て
い
る
具
体
的
事
件
及
び
被
告
人
に
適
切
な
量
刑
を
下
す
べ
く
補
充
的
に
調
査
を
す
る
こ
と
は
当
事
者
主
義
的
手
続
構
造
を
と

る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
現
行
の
刑
事
訴
訟
制
度
に
矛
盾
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
そ
の
他
に
も
、判
決
前
調
査
制
度
の
導
入
に
消
極
的
な
見
解
と
し
て
、「
現
在
の
実
務
で
も
裁
判
所
で
は
当
事
者
の
主
張
立
証
を

踏
ま
え
て
有
利
な
情
状
や
不
利
な
情
状
を
考
慮
し
て
、
適
切
に
量
刑
を
さ
れ
て
い
る（

（00
（

」
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ

の
よ
う
な
言
説
に
対
し
て
は
、「
従
来
の
判
決
で
は
、
被
告
人
の
矯
正
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
か
、
犯
罪
傾
向
の
進
化
は
著
し
い
と
い

っ
た
裁
判
官
の
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
評
価
が
科
学
的
な
裏
付
け
を
ど
の
程
度
持
っ
て
い
る
の
か
は
極
め
て
疑

問
で
あ
る（

（00
（

」
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
結
果
と
し
て
検
察
官
の
求
刑
と
は
か
け
離
れ
た
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
こ
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と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
情
状
面
が
客
観
的
・
科
学
的
・
合
理
的
に
調
査
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
得
力
の
あ
る
説
明
が
可
能
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
（（
）
鴨
良
弼
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
技
術
と
倫
理
』
二
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
四
年
）。

（
（（
）
鴨
・
前
掲
注（
（（
）・
二
一
頁
。

（
（（
）
平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』
二
〇
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）。

（
（（
）
最
高
裁
昭
和
二
四
年
二
月
二
二
日
判
決
・
刑
集
三
巻
二
号
二
二
一
頁
。

（
（（
）
最
高
裁
大
法
廷
昭
和
四
一
年
七
月
一
三
日
判
決
・
刑
集
二
〇
巻
六
号
六
〇
九
頁
。

（
（（
）
な
お
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条
は
一
項
で
「
刑
は
、
犯
人
の
責
任
に
応
じ
て
量
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
、
二
項
で
「
刑
の

適
用
に
あ
た
つ
て
は
、
犯
人
の
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
、
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影
響
、
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の

態
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
、
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
人
の
改
善
更
生
に
役
立
つ
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
そ

の
点
に
つ
い
て
、
量
刑
実
務
で
は
「
犯
罪
行
為
自
体
と
そ
れ
に
直
接
関
係
す
る
犯
情
が
最
も
重
視
さ
れ
量
刑
の
基
本
的
な
事
情
と
さ
れ
て
い

る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
単
な
る
情
状
に
関
す
る
事
情
、
す
な
わ
ち
行
為
者
の
性
格
、
年
齢
、
境
遇
そ
の
他
が
考
慮
さ

れ
、
そ
の
際
具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
、
一
般
予
防
や
特
別
予
防
の
目
的
も
検
討
さ
れ
る
」
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な

お
、
原
田
・
前
掲
注（
（（
）・
七
頁
ほ
か
参
照
。

（
（（
）
平
野
・
前
掲
注（
（（
）・
一
八
一
頁
。

（
（（
）
松
岡
正
章
『
量
刑
手
続
法
序
説
』
一
七
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九
七
五
年
）。

（
（（
）
松
岡
・
前
掲
注（
（（
）・
一
七
頁
。
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（
（11
）
松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
の
原
理
』
三
五
七
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
）。

（
（1（
）
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第
七
版
〕』
三
三
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）。

（
（10
）
田
口
・
前
掲
注（
（1（
）・
二
九
頁
。

（
（10
）
伊
藤
栄
樹
＝
亀
山
継
夫
＝
小
林
充
＝
香
城
敏
麿
＝
佐
々
木
史
朗
＝
増
井
清
彦
（
編
）『
新
版
注
釈
刑
事
訴
訟
法
第
四
巻
』
一
九
〇
頁
（
立
花

書
房
、
一
九
九
七
年
）［
佐
々
木
史
朗
執
筆
］、
河
上
和
雄
＝
中
山
善
房
＝
古
田
佑
紀
＝
原
田
國
男
＝
河
村
博
＝
渡
辺
咲
子
（
編
）『
大
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
第
四
巻
』
五
三
二
頁
（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）［
高
橋
省
吾
執
筆
］。

（
（10
）
白
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第
一
〇
版
〕』
三
三
六
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
（10
）
小
田
中
聰
樹
＝
大
出
良
知
＝
川
﨑
英
明
（
編
著
）『
刑
事
弁
護
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
１　

刑
事
訴
訟
法
』
二
五
九
頁
以
下
（
現
代
人
文
社
、�

一
九
九
七
年
）［
梅
田
豊
執
筆
］。

（
（10
）
河
本
雅
也
「
裁
判
員
制
度
実
施
に
向
け
た
取
組
の
概
要
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
別
冊
『
裁
判
員
裁
判
の
実
務
』
一
頁
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（10
）
司
法
研
修
所（
編
）・
前
掲
注（
３
）・
一
頁
。

（
（10
）
河
本
・
前
掲
注（
（10
）・
九
頁
。

（
（10
）
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
「
模
擬
裁
判
の
成
果
と
課
題

―
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
公
判
前
整
理
手
続
、
審
理
、
評
議
及
び
判
決
並

び
に
裁
判
員
等
選
任
手
続
の
在
り
方

―
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
七
号
二
八
頁
（
二
〇
〇
九
年
）。

（
（（1
）
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
・
前
掲
注（
（10
）・
三
四
頁
。

（
（（（
）
司
法
研
修
所（
編
）・
前
掲
注（
３
）・
二
一
頁
。

（
（（0
）
司
法
研
修
所（
編
）・
前
掲
注（
３
）・
七
頁
。

（
（（0
）
岡
慎
一
＝
神
山
啓
史
「
量
刑
審
理
と
当
事
者
主
義
」
季
刊
刑
事
弁
護
八
〇
号
四
一
頁
（
二
〇
一
四
年
）。
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（
（（0
）
最
高
検
察
庁
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
検
察
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
別
冊
『
裁
判
員
裁
判
の
実
務
』
四
一
頁
（
ぎ
ょ
う
せ

い
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（（0
）
司
法
研
修
所
（
編
）・
前
掲
注（
３
）・
二
一
頁
以
下
。

（
（（0
）
も
っ
と
も
合
衆
国
で
も
、
殆
ど
の
事
件
で
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
オ
フ
ィ
サ
ー
の
量
刑
意
見
が
（
検
察
官
の
量
刑
意
見
よ
り
も
）
強
力
な
ア
ン

カ
ー
を
構
成
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
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ncertainty: A
nchoring E

ffects in the Courtroom
,�（（�J.�a

PPlied S
o

cia
l 

P
Sy

ch
o

lo
gy�（（（（,�（（（（

（（00（
）.

（
（（0
）
さ
し
あ
た
り
、
杉
本
崇
＝
高
野
陽
太
郎
「
対
象
に
関
す
る
知
識
量
が
少
な
い
場
合
の
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果

―
意
味
的
過
程
説
と
数
的
過

程
説
の
比
較

―
」
認
知
心
理
学
研
究
八
巻
一
号
一
四
五
頁
（
二
〇
一
一
年
）、
藤
田
政
博
『
バ
イ
ア
ス
と
は
何
か
』
六
四
頁
以
下
（
筑
摩
書

房
、
二
〇
二
一
年
）
ほ
か
参
照
。
も
っ
と
も
、
藤
田
教
授
は
「
係
留
と
調
整
の
バ
イ
ア
ス
（anchoring�and�adjustm

ent�bias

）」
と
い
う
キ

ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

（
（（0
）A

m
os�T

versky�&
�D

aniel�K
ahnem

an,�Judgem
ent and U

ncertainty: H
euristics and Biases,�（（（�S

cien
ce�（（（（,�（（（（

（（（（（

）.

（
（（0
）
ち
な
み
に
、
正
答
は
い
ず
れ
も（0,（（0

で
あ
る
。Id.�at�（（（（.

（
（01
）Id.�at�（（（0.

（
（0（
）Gregory�B.�N

orthcraft�&
�M

argaret�A
.�N

eale,�Experts,�A
m

ateurs and R
eal E

state: A
n A

nchoring-and-A
djustm

ent 

Perspective on Property Pricing D
ecisions,�（（�o

rga
n

iza
T

io
n

a
l b

eh
a

v
io

r a
n

d h
U

m
a

n d
eciSio

n P
ro

ceSSeS�（（,�（（（（（

）.

（
（00
）T

hom
as�M

ussw
eiler,�Fritz�Strack�&

�T
im

�Pfeiffer,�O
vercom

ing the Inevitable A
nchoring E

ffect: Considering the 
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四
九

O
pposite Com

pensates for Selective A
ccessibility,�（（�P

erSo
n

a
liT

y &
 S

o
cia

l P
Sy

ch
o

lo
gy b

U
lleT

in�（（（（,�（（（（-（（

（（000

）.
（
（00
）
さ
し
あ
た
り
、
量
刑
判
断
に
お
け
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
の
邦
語
研
究
と
し
て
、
綿
村
英
一
郎
＝
分
部
利
紘
＝
佐
伯
昌
彦
「
量
刑
分
布
グ
ラ

フ
に
よ
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
に
つ
い
て
の
実
験
的
検
証
」
社
会
心
理
学
研
究
三
〇
巻
一
号
一
一
頁
以
下
（
二
〇
一
四
年
）、
綿
村
英
一
郎
「
量

刑
判
断
に
お
け
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
」
季
刊
刑
事
弁
護
一
〇
九
号
三
九
頁
以
下
（
二
〇
二
二
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（00
）Englich�&

�T
hom

as�M
ussw

eiler,�supra�note�（（（,�at�（（（（-（（.

（
（00
）Id.�at�（（（（-（（.

（
（00
）Id.�at�（（（（.

（
（00
）Birth�Englich,�T

hom
as�M

ussw
eiler�&

�Fritz�Strack,�Playing D
ice w

ith Crim
inal Sentences: T

he Influence of Irrelevant 

A
nchors on E

xpertsʼ Judicial D
ecision M

aking,�（（�P
erSo

n
a

liT
y &

 S
o

cia
l P

Sy
ch

o
lo

gy b
U

lleT
in�（（（,�（（（

（（00（

）.

（
（00
）Id.�at�（（（.

（
（00
）Birth�Englich,�T

hom
as�M

ussw
eiler�&

�Fritz�Strack,�T
he Last W

ord in Court: A
 H

idden D
isadvantage for the D

efense,�

（（�L.�&
�h

U
m

a
n b

eh
a

v
io

r�（0（,�（（（

（（00（

）.

（
（01
）Id.�at�（（（.

（
（0（
）
綿
村
＝
分
部
＝
佐
伯
（
量
刑
分
布
グ
ラ
フ
に
よ
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
に
つ
い
て
の
実
験
的
検
証
）・
前
掲
注（
（00
）・
一
二
頁
以
下
。
そ
の

他
、
森
津
太
子
「
裁
判
員
の
量
刑
判
断
に
お
け
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果

―
無
関
係
な
係
留
値
の
影
響

―
」
日
本
心
理
学
会
第
七
七
回
大

会
発
表
論
文
集
七
〇
頁（
二
〇
一
三
年
）も
、「
多
様
な
情
報
に
基
づ
い
た
複
雑
な
意
思
決
定
が
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
量
刑
を
決
定
す

る
明
確
な
基
準
は
存
在
せ
ず
…
…
〝
不
確
定
状
況
〟
に
陥
り
や
す
い
」
状
況
で
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
は
現
れ
や
す
い
と
し
て
い
る
。

（
（00
）
綿
村
＝
分
部
＝
佐
伯（
量
刑
分
布
グ
ラ
フ
に
よ
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
に
つ
い
て
の
実
験
的
検
証
）・
前
掲
注（
（00
）・
一
二
頁
参
照
。
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五
〇

（
（00
）
綿
村
（
量
刑
判
断
に
お
け
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
）・
前
掲
注（
（00
）・
四
三
頁
。

（
（00
）
綿
村
＝
分
部
＝
佐
伯
（
量
刑
分
布
グ
ラ
フ
に
よ
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
に
つ
い
て
の
実
験
的
検
証
）・
前
掲
注（
（00
）・
一
八
頁
。

（
（00
）
綿
村
＝
分
部
＝
佐
伯
（
量
刑
分
布
グ
ラ
フ
に
よ
る
ア
ン
カ
リ
ン
グ
効
果
に
つ
い
て
の
実
験
的
検
証
）・
前
掲
注（
（00
）・
一
三
頁
参
照
。

（
（00
）
原
田
・
前
掲
注（
（（
）・
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
（00
）
た
だ
し
、
検
察
実
務
で
は
「
求
刑
は
、
起
訴
時
に
決
め
て
お
く
こ
と
が
多
い
が
、
審
理
の
状
況
に
照
ら
し
、
論
告
に
際
し
て
、
更
に
検
討
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
司
法
研
修
所
検
察
教
官
室
（
編
）・
前
掲
注（
（10
）・
一
五
七
頁
。

な
お
、
検
察
官
に
と
っ
て
、
公
訴
提
起
の
段
階
で
当
該
事
件
の
量
刑
の
見
通
し
を
立
て
て
お
く
こ
と
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
公
訴
提
起
の
一
種
と
し
て

―
正
式
裁
判
の
請
求
の
ほ
か
に

―
略
式
請
求
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
ほ
か
、
起
訴
状
の
提
出
と
併

せ
て
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
を
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
選
択
肢
を
利
用
で
き
る
事
案
の
性
質
に
限
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
（00
）
原
田
元
判
事
も
「
被
告
人
の
納
得
と
い
う
意
味
で
も
求
刑
を
超
え
る
こ
と
が
そ
う
あ
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
。
原

田
・
前
掲
注（
（（
）・
五
〇
頁
。

（
（00
）
佐
伯
千
仭
「
刑
の
量
定
の
基
準
」
日
本
刑
法
学
会
（
編
）『
刑
法
講
座
１　

犯
罪
一
般
と
刑
罰
』
一
一
六
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）。

（
（01
）
森
下
忠
『
刑
事
政
策
大
綱
〔
新
版
第
二
版
〕』
一
五
七
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）。

（
（0（
）
原
田
・
前
掲
注（
（（
）・
三
頁
。

（
（00
）
松
本
・
前
掲
注（
（（
）・
五
九
頁
以
下
、
同
「
刑
の
量
定
・
求
刑
・
情
状
立
証
」
石
原
一
彦
ほ
か
（
編
）『
現
代
刑
罰
法
体
系
６　

刑
事
手
続
⑵
』

一
四
九
頁
（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
二
年
）、
原
田
・
前
掲
注（
（（
）・
四
頁
ほ
か
参
照
。

（
（00
）
検
察
組
織
で
は
、
副
検
事
や
経
験
の
浅
い
検
事
が
取
り
扱
う
事
件
（
た
と
え
ば
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
事
件
、
暴
行
・
傷
害
事
件
、
麻

薬
・
覚
醒
剤
取
締
法
違
反
事
件
、
公
職
選
挙
法
違
反
事
件
、
各
種
税
法
違
反
事
件
中
法
人
税
法
・
所
得
税
法
違
反
事
件
な
ど
）
を
中
心
と
し
て
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五
一

「
求
刑
基
準
表
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
検
察
官
の
人
生
観
・
世
界
観
・
刑
罰
観
に
よ
っ
て
求
刑
の
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
こ
と
を
防
い

で
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
小
林
將
啓
「
求
刑
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
」
季
刊
刑
事
弁
護
創
刊
号
八
二
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）
参
照
。

（
（00
）
小
林
・
前
掲
注（
（00
）・
八
四
頁
。

（
（00
）
原
田
國
男
『
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
法
』
八
二
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（00
）
さ
し
あ
た
り
、
小
池
信
太
郎
「
量
刑
判
断
の
在
り
方
」
刑
法
雑
誌
五
五
巻
二
号
三
四
八
頁
（
二
〇
一
六
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（00
）
最
高
裁
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
判
決
・
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
。

（
（00
）See�T

h
e a

d
m

in
iST

ra
T

iv
e o

FFice o
F T

h
e U

n
iT

ed S
T

a
T

eS c
o

U
rT

S, T
h

e h
a

n
d

bo
o

k Fo
r F

ed
era

l g
ra

n
d JU

ro
rS�（

（available�

on-line�at�https://w
w

w
.flm

d.uscourts.gov/sites/flm
d/files/docum

ents/handbook-for-federal-grand-jurors.pdf

）.

（
（00
）
こ
の
点
に
つ
き
、
原
田
國
男
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
傾
向

―
見
え
て
き
た
新
し
い
姿

―
」
慶
應
法
学
二
七
号
一
六
一
頁
以
下

（
二
〇
一
三
年
）、
小
島
透
「
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
量
刑
の
変
化

―
統
計
デ
ー
タ
か
ら
見
た
裁
判
員
裁
判
の
量
刑
傾
向

―
」
中
京
法
学
四

九
巻
三
・
四
号
一
六
〇
頁
以
下
（
二
〇
一
五
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（01
）
菊
田
幸
一
『
犯
罪
学
〔
第
九
版
〕』
一
六
七
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
二
一
年
）。

（
（0（
）
さ
し
あ
た
り
、
川
出
敏
裕
＝
金
光
旭
『
刑
事
政
策
〔
第
二
版
〕』
一
五
三
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）、
𠮷
村
千
冬
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

判
決
前
調
査
の
歴
史
的
変
遷
」
一
橋
法
学
一
九
巻
一
号
二
四
三
頁
（
二
〇
二
〇
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（00
）
情
状
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
兼
頭
吉
市
「
刑
の
量
定
と
鑑
定

―
情
状
鑑
定
の
法
理

―
」
上
野
正
吉
＝
兼
頭
吉
市
＝
庭
山

英
雄
（
編
著
）『
刑
事
鑑
定
の
理
論
と
実
務

―
情
状
鑑
定
の
科
学
化
を
め
ざ
し
て

―
』
一
一
四
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九
七
七
年
）、
本

庄
武
「
情
状
鑑
定
と
は
何
か
」
須
藤
明
＝
岡
本
吉
生
＝
村
尾
泰
弘
＝
丸
山
泰
弘
（
編
著
）『
刑
事
裁
判
に
お
け
る
人
間
行
動
科
学
の
寄
与

―

情
状
鑑
定
と
判
決
前
調
査

―
』
二
〇
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
ほ
か
参
照
。
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五
二

（
（00
）
鈴
木
茂
嗣
『
続
・
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造　

下
巻
』
五
九
七
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）、
本
庄
武
「
日
本
の
量
刑
の
特
色
と
判
決

前
調
査
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
の
意
義
」
龍
谷
大
学
矯
正
・
保
護
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
年
報
三
号
三
一
頁
（
二
〇
一
三
年
）、
武
内
謙
治�

「
刑
事
裁
判
の
今
日
的
課
題
と
情
状
鑑
定
」
須
藤
明
＝
岡
本
吉
生
＝
村
尾
泰
弘
＝
丸
山
泰
弘
（
編
著
）『
刑
事
裁
判
に
お
け
る
人
間
行
動
科
学
の

寄
与

―
情
状
鑑
定
と
判
決
前
調
査

―
』
三
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
八
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（00
）
裁
判
員
制
度
の
創
設
と
の
関
連
で
判
決
前
調
査
制
度
の
導
入
を
提
唱
す
る
言
説
と
し
て
、
本
庄
武
「
裁
判
員
制
度
下
で
の
量
刑
手
続
の
課

題
」
法
と
心
理
五
巻
一
号
一
八
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
年
）、
渕
野
貴
生
「
手
続
二
分
論

―
予
断
排
除
と
量
刑
の
科
学
化

―
」
法
と
心
理

一
五
巻
一
号
二
一
頁
以
下
（
二
〇
一
五
年
）
ほ
か
参
照
。

（
（00
）
鈴
木
・
前
掲
注（
（00
）・
六
〇
五
頁
。

（
（00
）
鈴
木
・
前
掲
注（
（00
）・
六
一
一
頁
参
照
。
た
と
え
ば
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
に
設
け
ら
れ
た
判
決
前
調
査
制
度
打
合
会
は
、
判
決
前
調
査
制

度
は
刑
事
裁
判
の
当
事
者
主
義
化
の
趨
勢
に
逆
行
し
、「
職
権
主
義
に
復
せ
ん
と
す
る
き
ら
い
が
あ
る
」
と
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
に
反
対
す
る

意
見
書
（
案
）
を
発
表
し
て
い
る
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
「
判
決
前
調
査
制
度
に
関
す
る
日
弁
連
委
員
会
意
見
書
（
案
）」
自
由
と
正
義
一
〇

巻
一
二
号
（
一
九
五
九
年
）
二
五
頁
、
大
竹
武
七
郎
「
判
決
前
調
査
官
制
度
に
つ
い
て
」
自
由
と
正
義
一
三
巻
二
号
（
一
九
六
二
年
）
一
一
頁

以
下
、
鈴
木
・
前
掲
注（
（00
）・
五
九
九
頁
ほ
か
参
照
。

（
（00
）
臼
井
・
前
掲
注（
（（
）・
八
四
頁
。

（
（00
）
菊
田
・
前
掲
注（
（01
）・
一
五
六
頁
。

（
（00
）
臼
井
・
前
掲
注（
（（
）・
八
四
頁
。

（
（01
）
勝
丸
充
啓
「
量
刑

―
検
察
の
立
場
か
ら

―
」
三
井
誠=

馬
場
義
宣
＝
佐
藤
博
史
＝
植
村
立
郎
（
編
）『
新
・
刑
事
手
続
Ⅱ
』
四
九
二

頁
（
悠
々
社
、
二
〇
〇
二
年
）。
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五
三

（
（0（
）
実
際
に
も
、
情
状
心
理
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
が
裁
判
所
に
請
求
し
、
裁
判
所
が
量
刑
や
処
遇
の
判
断
の
た
め
に
必
要
だ
と
判
断
す
れ

ば
、
公
的
鑑
定
（
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
鑑
定
）
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
廣
井
亮
一
『
司
法
・
犯
罪
心
理
学

―
司
法
臨
床
の
ア
プ�

ロ
ー
チ

―
』
一
八
九
頁
（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
二
〇
年
）
参
照
。
な
お
、
科
学
鑑
定
の
手
続
的
構
造
に
つ
い
て
、
本
庄
武
「
刑
事

手
続
に
お
け
る
科
学
鑑
定
の
現
状
と
課
題

―
鑑
定
人
の
地
位
論
を
中
心
に

―
」
一
橋
法
学
一
六
巻
一
号
一
頁
以
下
（
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
（00
）
法
制
審
議
会
新
時
代
の
刑
事
司
法
制
度
特
別
部
会
第
一
一
回
議
事
録
（
二
〇
一
二
年
六
月
二
九
日
）
三
二
頁
［
大
野
宗
発
言
］。

（
（00
）
本
庄
（
裁
判
員
制
度
下
で
の
量
刑
手
続
の
課
題
）・
前
掲
注（
（0（
）・
一
八
頁
。

四
　
お
わ
り
に

　

検
察
官
の
求
刑
は
「
一
般
的
に
国
家
機
関
で
あ
る
検
事
の
職
務
と
し
て
訓
示
的
に
定
め
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
量
刑
に
つ
い
て
広

範
な
裁
量
を
掌
握
し
て
い
る
裁
判
所
は
検
察
官
の
意
見
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
量
刑
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
実
際
に
、
検
察
官
の
求
刑
は
「
国
家
の
訴
追
者
（
訴
追
側
当
事
者
）」
な
い
し
「
訴
追
側
代
理
人
」
で
あ
る
検
察
官
が
被
告

人
の
処
罰
を
強
く
求
め
る
主
張
と
し
て
社
会
的
に
注
目
を
集
め
る
と
と
も
に
、
選
択
で
き
る
刑
の
幅
が
広
範
に
わ
た
る
な
か
で
多
く
の

事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
下
で
結
論
を
も
た
ら
す
ア
ン
カ
ー
と
し
て
、裁
判
所
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
与
え
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
裁
判
員
制
度
の
創
設
に
伴
い
、
そ
れ
ま
で
「
専
門
家
同
士
の
や
り
取
り
」
に
終
始
し
て
い
た
刑
事
裁
判
に
一
般
市
民
が

関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
察
官
の
求
刑
を
超
え
る
刑
が
裁
判
員
裁
判
で
量
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
国
民
か
ら

支
持
さ
れ
る
刑
事
司
法
制
度
を
施
行
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
量
刑
判
断
や
そ
の
結
果
も
一
般
市
民
の
目
か
ら
み
て
正
統
な
も
の
に
す
る
必
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五
四

要
が
あ
り
、「
公
益
の
代
表
者
」
な
い
し
「
社
会
全
体
の
代
理
人
」
で
あ
る
検
察
官
の
求
刑
も
、
裁
判
員
も
交
え
て
下
さ
れ
た
量
刑
結
果

を
考
慮
し
な
が
ら
、
一
般
市
民
に
と
っ
て
妥
当
性
を
も
つ
も
の
に
調
整
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

だ
が
他
方
で
、
刑
事
司
法
制
度
を
持
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
手
続
の
公
正
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
本
質
的
に
刑

罰
は
国
家
権
力
が
犯
罪
行
為
に
対
し
て
科
す
害
悪
的
な
制
裁
で
あ
り
、
と
り
わ
け
殆
ど
の
事
件
で
量
刑
結
果
が
被
告
人
に
と
っ
て
も
っ

ぱ
ら
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
現
状
の
下
で
は
、
量
刑
手
続
や
そ
の
結
果
に
対
し
て
被
告
人
側
の
納
得
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と

も
に
、「
等
し
き
も
の
を
等
し
く
扱
う
」
と
い
う
正
義
を
実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
、
検
察
官
の
求
刑
に

対
し
て
は
、
公
正
・
公
平
な
手
続
を
保
障
す
る
こ
と
を
も
責
務
と
す
る
「
社
会
全
体
の
代
理
人
」
の
主
張
と
し
て
、
裁
判
所
の
量
刑
裁

量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
被
告
人
側
の
納
得
を
得
る
た
め
に
、
裁
判
所
は
求
刑
を
上
回
る
刑
を

量
定
す
る
に
当
た
っ
て
合
理
的
な
説
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
と
り
わ
け
一
般
市
民
の
代
表
で
あ
る
裁
判
員
の

感
覚
を
言
語
化
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
れ
で
も
、
合
理
的
な
判
断
を
導
き
出
し
、
説
得
的
な
説
明
を
可
能

と
す
る
た
め
に
は
、
検
察
官
の
求
刑
や
科
学
的
な
調
査
か
ら
の
知
見
を
手
掛
か
り
に
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。


